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色
道
の
「
か
ぎ
り
」
と
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」

-
『
諸
艶
大
鑑
』
巻
一
の
二
「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
の
解
釈
-

一
、
『
諸
艶
大
鑑
』
と
「
先
書
」

『
諸
艶
大
鑑
』
と
い
う
作
品
が
論
じ
ら
れ
る
際
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど

に
言
及
さ
れ
る
の
が
、
巻
一
の
I
「
親
の
皃
は
見
ぬ
初
夢
」
に
記
さ
れ
て
い
る

「
先
書
批
判
」
の
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
西
鶴
の
創
作

意
図
を
知
る
「
唯
一
の
手
が
か
り
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
。

柳
の
九
市
が
内
陶
證
論
。
小
堀
法
師
が
ま
さ
り
草
。
よ
し
な
か
染
の
。
宗
吉

が
白
鳥
に
も
。
書
に
つ
き
せ
ず
。
其
後
一
条
の
甚
入
道
が
。
遊
女
竹
割
集

に
も
。
す
い
り
や
う
の
沙
汰
多
し
。
伏
見
の
浪
人
が
作
り
し
。
太
夫
前
巾

着
と
い
ふ
悪
書
も
。
見
分
斗
に
て
お
か
し
か
ら
ず
。

こ
の
「
す
い
り
や
う
の
沙
汰
多
し
」
等
の
「
先
書
批
判
」
を
重
視
し
て
『
諸

艶
大
鑑
』
を
論
じ
る
こ
と
は
、
本
書
を
遊
女
の
「
真
情
」
や
「
ま
こ
と
」
を
描

い
た
も
の
と
す
る
理
解
I
I
-
現
実
性
を
評
価
す
る
と
い
う
見
解
へ
と
必
然
的
に

つ
な
が
る
。
本
書
と
遊
女
評
判
記
と
の
断
絶
を
、
「
す
い
り
や
う
」
や
「
見
分
」

を
超
え
た
真
の
人
間
性
の
束
出
と
い
う
点
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
、
こ
れ
ま

で
の
一
般
的
な
研
究
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
前
捏
と
し
て
個
々
の
章
の
解
釈
を
試
み
る

時
、
そ
の
一
章
の
特
色
を
説
明
仕
切
れ
ず
、
あ
る
種
の
歯
切
れ
の
悪
さ
を
感
じ

有

働

裕

(
国
語
教
室
)

さ
せ
る
よ
う
な
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
二
の
一

「
大
臣
北
国

落
」
に
は
遊
女
は
姿
絵
で
登
場
す
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
描
写
等
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
巻
四
の
二
の
「
心
玉
が
出
て
身
の
焼
印
」
に
記
さ
れ
た
「
さ

る
太
夫
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
確
か
に
遊
里
の
真
実
を
鋭
く
描
き
出
し
て
は
い

る
が
、
こ
早
全
体
の
中
に
位
置
付
け
る
と
思
い
の
外
印
象
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
。

遊
女
の
「
ま
こ
と
」
や
「
真
情
」
を
描
い
た
と
言
い
切
る
に
は
い
さ
さ
か
本
書

は
ま
と
ま
り
が
悪
す
ぎ
、
「
諸
艶
」
と
は
「
相
容
れ
な
い
要
素
を
多
く
含
む
」
も

の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
、
そ
の
よ
う
な
事
実
を
ふ
ま
え
て
な
さ
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
巻
一
の
二
「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
も
そ
う
い
っ
た
章

の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
章
の
後
半
に
は
、
新
町
新
屋
の
小
太
夫
と
そ
の
客
の
源

と
の
「
ほ
れ
ぬ
と
い
う
誓
紙
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
描
か
れ
、
先
行
研
究
に

お
い
て
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
二
人
の
前
に

長
々
と
記
さ
れ
た
手
管
解
説
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
な
言
及

が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
「
諸
分
秘
伝
書
的
記
事
を
含
む
」
「
ま
だ
評
判
記
風
の

解
説
的
な
叙
述
が
目
立
つ
」
と
評
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
『
諸
艶

大
鑑
』
と
い
う
作
品
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
そ
の
も
の
に
、

い
ま
此
の
作
品
の
あ
ち
こ
ち
の
章
に
分
散
的
に
書
か
れ
て
い
る
諸
分
秘
伝

一
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の
事
柄
や
付
随
的
な
事
項
を
除
き
、
そ
れ
ぐ
の
章
の
中
心
的
な
話
や
思

想
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
凡
て
対
象
と
し
て
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
。

等
、
こ
の
よ
う
な
記
述
を
切
り
捨
て
て
論
じ
ょ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

遊
女
評
判
記
的
な
素
材
を
扱
い
な
が
ら
も
遊
女
評
判
記
を
超
え
た
も
の

I
そ
の
よ
う
な
評
価
が
『
諸
艶
大
鑑
』
に
対
し
て
は
従
来
な
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
本
書
に
お
け
る
「
遊
女
評
判
記
記
的
」
要
素
と
は
、
い
っ
た
い
何

を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
先
行
遊
女
評
判
記
の
単
な
る
残
滓
に
す

ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

裕

一
方
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た
源
と
小
太
夫
と
の
逸
話
に
し
て
も
、
そ

の
「
真
情
」
に
対
す
る
理
解
が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
愛
し
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
真
実
を
目
の
前
に
つ
き
つ
け
ら
れ
る
」
よ
う
な
関
係
を
「
遊
里
人
種

働

の
不
幸
」
と
し
て
西
鶴
は
描
い
た
と
す
る
暉
峻
康
隆
氏
の
説
に
対
し
て
は
、
む

し
ろ
「
愛
の
否
定
」
の
方
が
偽
り
で
あ
っ
て
、
遊
女
の
立
場
を
超
え
た
「
真
情
」

有

を
「
ほ
れ
ぬ
と
い
う
誓
紙
」
で
逆
説
的
に
示
し
た
と
す
る
鈴
木
享
氏
の
論
が
捏

示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
真
情
」
の
追
究
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
真
情
」

や
「
ま
こ
と
」
に
こ
だ
わ
っ
て
ぃ
る
以
上
、
読
み
切
れ
な
い
も
の
が
こ
の
一
章

に
は
あ
る
の
で
は
、
と
い
う
疑
問
が
私
に
は
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
拠
と
さ
れ
て

き
た
巻
一
の
一
の
あ
の
「
先
書
批
判
」
の
一
節
に
し
て
も
、
『
満
散
利
久
佐
』
(
明

暦
二
年
刊
)
や
『
美
夜
古
物
語
』
(
同
年
刊
)
な
ど
の
記
述
を
視
野
に
入
れ
た
場

合
、
遊
女
評
判
記
に
お
け
る
常
套
的
な
手
法
の
応
用
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
、

こ
れ
を
作
者
西
鶴
の
本
音
の
表
出
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
は
、
解
釈
を
見
当
違

い
の
方
向
へ
狭
く
限
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
推
量
ば
か
り
の
先
書
を
批
判
し
て
遊
女
の
「
真
情
」
や
「
ま

一

一

こ
と
」
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
と
い
う
前
捏
に
よ
る
呪
縛
を
逃
れ
、
改
め
て
遊

女
評
判
記
の
記
述
と
『
諸
艶
大
鑑
』
と
を
突
き
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
た
ら
ど
う

な
る
の
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
見
落
さ
れ
て
き
た
部
分
に
意
味
が
見

出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
全
体
の
理
解
に
も
新
た
な
可
能
性
が
開
か

れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
よ
る
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
「
誓
紙
は
異

見
の
た
ね
」
を
中
心
に
し
て
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
冒
頭
部
分
の
特
異
性

「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
は
、
そ
の
目
録
に
、

一

江
戸
京
都
大
坂
初
床
仕
掛
の
事

一

雨
の
中
宿
に
女
郎
の
難
儀
工
事

一

新
屋
の
小
太
夫
古
今
無
類
志
の
事

と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
前
半
に
遊
興
論
・
遊
里
案
内
・
諸
分
秘
伝
を
思
わ
せ

る
内
容
が
記
さ
れ
、
後
半
に
誓
紙
を
め
ぐ
る
二
つ
の
逸
話
-
伊
丹
の
明
樽
の

「
女
郎
の
め
い
わ
く
が
る
誓
紙
」
と
小
太
夫
の
「
ほ
れ
ぬ
と
い
ふ
誓
紙
」
-
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
半
部
分
を
一
括
し
て
「
遊
女
評
判
記
」
的
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
冒
頭
の
遊
興
論
風
の
記
述
に
つ
い
て

細
か
く
検
討
し
て
み
た
い
。

競
べ
物
な
き
冨
土
の
雪
も
。
是
は
と
詠
だ
斗
な
り
古
野
の
花
も
夜
ま
て
は

見
ら
れ
ず
。
姨
捨
山
の
月
も
世
間
に
か
わ
っ
て
。
毛
が
は
へ
て
も
な
し
。

是
を
お
も
ふ
に
。
人
間
遊
山
の
う
は
も
り
は
。
色
里
に
増
事
な
し
。
此
道

に
身
を
染
。
八
宗
見
學
。
女
色
一
遍
上
人
の
進
め
に
。
女
良
買
は
抑
よ
り
。

太
夫
に
か
I
る
が
よ
し
。
子
細
は
。
又
上
も
な
き
職
な
れ
ば
。
か
ぎ
り
を

し
つ
て
。
留
る
事
は
や
し
。

色
道
を
遊
芸
の
最
上
級
に
据
え
、
太
夫
か
ら
こ
の
道
に
入
る
こ
と
を
勧
め
な
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｢勤の身の悲しさ｣と色道の「かぎり」

が
ら
も
、
そ
の
理
由
を
「
か
ぎ
り
を
し
つ
て
留
る
事
は
や
し
」
と
す
る
I
色

道
を
賞
賛
す
る
一
方
で
そ
の
限
界
を
示
し
、
色
道
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る

か
の
よ
う
な
こ
の
記
述
は
、
一
見
西
鶴
ら
し
い
「
複
眼
的
」
な
と
ら
え
方
今
「
反

語
的
性
格
」
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
極
め
て
遊
女
評
判
記
的
な
言

い
回
し
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

色
里
を
「
遊
山
の
う
は
も
り
」
と
す
る
先
例
は
寛
文
七
年
の
『
吉
原
す
ゞ
め
』

に
あ
り
、
同
趣
旨
の
こ
と
は
『
難
波
鉦
』
(
延
宝
八
年
)
や
『
朱
雀
遠
目
鏡
』
(
延

宝
九
年
)
等
の
序
文
に
目
出
せ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
色
道
の
否
定
的
側

面
が
続
け
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
い
ね
ば
こ
の
矛
盾
・
対
立
を
含
ん
だ
言
い
回

し
自
体
が
常
套
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

同
様
に
、
最
初
か
ら
「
太
夫
に
か
i
る
」
こ
と
か
ら
勧
め
る
こ
と
も
、
「
よ
き

け
い
せ
い
に
か
x
り
た
る
は
。
は
や
く
水
と
成
」
(
『
ね
物
が
た
り
』
「
水
月
」
・

明
暦
二
年
)
と
い
う
主
張
と
同
種
の
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
色
道
大
鏡
』

の
巻
五
「
廿
八
品
部
」
や
『
好
色
一
代
男
』
が
粋
に
達
す
る
ま
で
に
做
々
の
段

階
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
足
飛
び
に
粋
に
至
る
道
を
示
し
た
こ

と
が
西
鶴
の
独
自
性
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
そ
の
点
だ
け
で
は
と
り

わ
け
新
し
い
発
想
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
類
型
的
な
言
い
回
し
を
用
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
微
妙
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
変
化
さ
せ

て
い
る
の
で
あ
る
。

遊
女
評
判
記
の
場
合
、
そ
の
矛
盾
を
内
包
し
た
論
理
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
微

温
的
な
「
中
庸
の
道
」
(
『
朱
雀
遠
目
鏡
』
」
を
勧
め
、
「
遊
山
の
う
は
も
り
」
で

あ
る
色
道
を
「
月
花
の
あ
そ
び
」
(
『
朱
雀
諸
分
鑑
』
延
宝
九
年
)
程
度
に
と
ど

め
よ
と
い
う
警
告
に
た
ど
り
着
く
。
「
中
庸
の
道
」
を
外
れ
て
の
め
り
込
ん
だ
末

が
「
す
り
き
り
」
「
あ
が
り
鯰
」
で
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
家
内
安
全
を
第
一

と
す
る
常
識
的
な
訓
戒
が
結
論
と
な
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
で
は
、
世
間
一
般
の
倫
理
や
価
値
観

と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
そ
の
遊
興
の
世
界
の
中
に
お
い
て
「
か
ぎ
り
」

の
訪
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
又
上
も
な
き
」
と
い
う
表
現
で
示
さ
れ
る

如
く
、
そ
の
「
か
ぎ
り
」
は
、
限
界
と
し
て
の
否
定
的
な
意
味
で
は
な
く
、
最

上
級
の
境
地
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
「
先
書
」
に
対
す
る
単
純
な
反
発
で

も
な
け
れ
ば
も
ち
ろ
ん
追
従
で
も
な
い
、
「
先
書
」
の
記
述
を
生
か
し
つ
つ
ひ
と

ひ
ね
り
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
「
か
ぎ
り
」
の
語
に
肯
定
的
・
積
極
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
最
終
章
と
の
関
連
に
よ
る
鈴
木
享
氏
の
指
摘
が
既
に
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
自
体
が
遊
女
評
判
記
の
記
述
と
の
差
異
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
色

道
の
満
た
さ
れ
た
最
終
段
階
と
し
て
の
「
か
ぎ
り
」
は
、
『
色
道
大
鏡
』
「
廿
八

品
部
」
の
「
大
極
品
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
そ
こ
に
は
何
の

具
体
性
も
な
く
、
た
だ
「
春
か
せ
の
ふ
き
お
さ
ま
り
て
お
ほ
ろ
夜
の
ふ
け
て
を

と
な
き
波
の
う
な
は
ら
」
と
い
う
暗
示
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
で
は
、
西
鶴
は

色
道
の
「
か
ぎ
り
」
を
ど
う
具
体
化
し
て
見
せ
た
の
か
。
本
章
の
構
成
に
お
い

て
、
こ
の
冒
頭
部
分
と
最
後
の
小
太
夫
の
逸
話
と
が
遊
興
の
停
止
と
い
う
点
で

対
応
し
て
い
る
だ
け
に
、
解
釈
上
の
重
点
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

三
、
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
は
強
調
さ
れ
て
い
る
か

と
こ
ろ
で
、
木
章
は
そ
の
ま
ま
源
と
小
太
夫
と
の
逸
話
へ
は
展
開
せ
ず
、
そ

の
前
に
、
三
都
の
遊
里
案
内
や
諸
分
秘
伝
的
記
述
、
伊
丹
の
明
樽
の
逸
話
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
本
章
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
れ
ば
よ
い

の
か
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
本
章
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
意
味

付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
数
少
な
い
先
例
の
一
つ
と
し

て
西
島
孜
哉
氏
の
論
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
太
夫
の
「
女
色
」
は
、
現
実
の
「
勤
め
の
身
の
悲
し
さ
」
を
無
視
す
る

一

一

一

-256-



裕

の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
強
烈
に
自
覚
し
て
い
な
が
ら
、
な
お
「
勤
め
」
の

中
に
粋
の
世
界
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は

遊
女
の
人
間
と
し
て
の
精
神
の
問
題
と
現
実
の
遊
里
の
論
理
と
い
う
も
の

が
、
明
確
に
峻
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遊
女
の
精
神
の

内
部
と
現
実
の
論
理
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
の
相
克
の
問
題
は
、
『
一
代
男
』

と
は
、
明
確
に
異
な
る
世
界
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
遊
里
の
諸
分
や
解
説
的
な
記
事
が
評
判
記
的
に
羅

列
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
遊
里
の
現
実
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
必

然
的
な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
始
め
て
遊

女
の

と
い

内
面
が
現
実
と
の
関
わ
り
の
中
で
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
て
く
る

源
と
小
太
夫
の
逸
話
を
導
く
た
め
の
前
段
階
と
し
て
の
評
判
記
的
記
述

-
遊
女
の
現
実
生
活
の
厳
し
さ
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
の
そ
の
位
置
付
け

働

を
、
西
島
氏
は
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
あ
く
ま

で
「
い
わ
ゆ
る
遊
里
の
諸
分
や
解
説
的
な
記
事
」
か
ら
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」

有

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
前
提
に
立
っ
た
理
解
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

点
を
検
討
し
つ
つ
、
こ
の
部
分
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
先
に
示
し
た
「
女
良
買
は
抑
よ
り
太
夫
に
か
i
る
が
よ
し
」
を
受
け

て
、
京
・
江
戸
・
大
坂
の
順
で
初
会
の
作
法
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
諸
分
の
定
め
か

た
き
所
」
で
あ
る
大
坂
が
そ
の
中
で
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
話
題

で
あ
る
客
と
遊
女
と
の
駆
け
引
き
へ
と
展
開
さ
せ
る
必
要
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
た
め
か
、
三
都
の
特
色
は
か
な
り
誇
張
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。も

ち
ろ
ん
三
都
そ
れ
ぞ
れ
の
作
法
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
京
・
江
戸
の
初
会
が
必
ず
「
捨
て
枕
」
と
決
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
も

な
い
。
『
吉
原
す
ゞ
め
』
の
「
は
じ
め
て
は
な
す
床
入
の
事
」
や
『
色
道
大
鏡
』

四

巻
四
「
寛
文
式
」
下
の
記
述
を
見
る
限
り
、
例
外
を
認
め
な
い
ほ
ど
に
厳
格
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ど
の
遊
里
に
お
い
て
も
客
と
遊
女
の
気
持

ち
の
さ
ぐ
り
合
い
が
あ
り
、
必
ず
し
も
型
通
り
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
章
の
記
述
は
あ
え
て
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
捨
象
し
、
三

都
の
違
い
を
誇
張
し
て
述
べ
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
戯
画
的
な
誇
張
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
遊
客
の
心
理
面
に
立
ち

入
っ
て
の
記
述
が
乏
し
い
の
が
こ
の
部
分
の
特
色
で
も
あ
る
。
遊
女
評
判
記
の

諸
分
秘
伝
物
で
は
、
初
会
の
客
に
対
す
る
注
意
と
し
て
作
法
を
意
識
し
過
ぎ
て

態
度
が
不
自
然
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
戒
め
ら
れ
た
り
す
る
が
、
そ
の
よ
う

な
実
用
性
ゆ
え
に
言
及
さ
れ
て
き
た
内
面
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
、
後
続
す
る
「
ふ
る
」
こ
と
や
「
誓
紙
」
に
つ
い

て
の
記
述
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。

手
管
と
し
て
の
振
る
・
振
ら
ぬ
を
め
ぐ
る
記
述
に
つ
い
て
も
、
類
似
し
た
内

容
を
先
行
す
る
評
判
記
類
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
振
る
時
の
遊

女
の
態
度
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
『
ね
物
が
た
り
』
に
、

初
対
面
の
男
。
ふ
り
侍
ら
ん
と
お
も
へ
は
。
成
程
し
み
ぐ
み
と
咄
な
と

い
た
し
か
り
。
昼
の
内
も
き
け
ん
よ
く
、
少
さ
は
り
心
に
み
せ
て
を
き
。

さ
て
、
床
へ
入
て
ふ
た
る
が
よ
く
侍
。
昼
の
内
、
き
げ
ん
あ
し
く
い
た
し
。

ふ
り
侍
れ
ば
、
男
は
ぢ
を
あ
た
へ
申
物
也
。
(
「
夢
契
」
)

と
あ
り
、
「
皆
目
の
や
ぼ
太
郎
は
む
ご
う
て
ふ
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

『
吉
原
す
ゞ
め
』
に
、

さ
れ
ば
ふ
る
と
い
ふ
事
、
ひ
た
ふ
る
の
や
ぼ
す
け
に
は
、
せ
ぬ
事
也
、
す

こ
し
は
り
合
も
あ
り
、
心
い
れ
も
有
も
の
見
ざ
れ
ば
、
ふ
る
も
の
に
て
は

な
し
、
(
中
略
)
女
郎
に
、
三
の
し
な
あ
り
、
一
に
は
、
も
と
よ
り
、
生
れ

つ
き
よ
は
も
の
て
、
ふ
ら
ぬ
あ
り
、
二
に
は
、
か
ひ
手
の
き
を
か
ん
が
み
、

た
う
り
を
わ
き
ま
へ
て
、
ふ
る
と
ふ
ら
ぬ
と
の
、
し
な
を
た
つ
る
あ
り
、
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三
に
は
、
と
に
か
く
に
、
ふ
ら
ね
ば
き
か
ぬ
か
あ
り
、
よ
く
く
、
そ
の

し
や
う
を
、
わ
き
ま
へ
る
べ
し
(
ふ
る
事
)
)

と
あ
る
。
『
こ
そ
ぐ
り
草
』
(
承
応
二
年
)
の
「
い
や
な
や
つ
ふ
り
や
う
の
事
」

「
い
と
し
き
人
ふ
り
や
う
の
事
」
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
れ
ば
、
本
章
の

こ
の
部
分
の
記
述
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

い
や
む
し
ろ
、
『
難
波
鉦
』
の
「
釣
針
」
な
ど
の
描
写
と
比
較
し
た
場
合
、
平

板
な
解
説
に
終
始
し
て
い
る
と
さ
え
言
い
得
る
。
長
文
に
な
る
の
で
引
用
は
避

け
る
が
、
そ
こ
に
は
客
に
よ
っ
て
対
応
を
変
え
る
遊
女
の
技
法
と
そ
の
理
由
と

が
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
遊
女
自
身
の
語
り
口
が
、
自
ら
の
行
為
を
恥
じ
て

「
お
と
こ
を
ふ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
事
で
ご
ざ
る
」
と
述
べ
っ
つ
も
、
そ
の

言
葉
と
は
う
ら
は
ら
な
実
態
を
口
走
り
、
「
は
づ
か
し
な
が
ら
懺
悔
し
ま
す
」
と

結
ん
で
い
る
点
に
も
、
単
な
る
諸
分
の
解
説
に
と
ど
ま
ら
な
い
人
物
像
の
表
出

が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

誓
紙
に
つ
い
て
の
記
述
も
、
本
章
の
場
合
は
、
そ
れ
が
信
じ
る
に
値
い
し
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
や
は
り
『
難
波
鉦
』

の
「
印
問
答
」
に
お
い
て
、
偽
り
の
誓
紙
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
遊
女
の
事
情

や
本
音
が
、
遊
女
自
身
の
口
か
ら
述
べ
ら
れ
、
同
時
に
そ
の
張
り
の
強
さ
を
感

じ
さ
せ
る
の
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
陰
影
の
乏
し
い
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
西
鶴
の
本
章
に
お
け
る
諸
分
に
関
す
る
記
述
は
、
客
や

遊
女
の
内
面
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
手
管
は
あ
く
ま
で
手

管
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
単
に
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
後
に
続
く
、
伊
丹
の
明
樽
が

女
郎
の
迷
惑
が
る
誓
紙
を
考
え
た
と
い
う
話
の
中
で
、
遊
女
に
一
応
は
同
情
す

る
立
場
で
使
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
伊
丹
の
明
樽
の
取
っ
た
行
為
は
言
う
ま
で

も
な
く
野
暮
な
も
の
で
あ
り
、
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
先

の
部
分
と
の
関
連
で
読
め
ば
、
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
の
強
調
と
い
う
よ
り
も
、

客
と
遊
女
と
の
手
管
の
応
酬
と
い
っ
た
形
で
理
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
被
害
者
と
な
っ
た
遊
女
の
姿
か
ら
あ
る
程
度
の
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」

が
感
じ
取
れ
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
話
の
下
敷
き
に
な
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
難
波
鉦
』
の
『
法
界
吝
』
と
比
べ
て
み
て
も
、
遊
女
の

言
い
分
や
立
場
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
、
手
管
の
み
を
記
し
た
も
の
と
言
え
る
。

「
法
界
吝
」
は
後
述
す
る
問
題
点
と
関
連
す
る
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
そ
の

前
半
部
を
引
用
し
て
お
く
。

お
と
こ
の
い
は
く
「
何
と
わ
れ
ら
ほ
ど
心
や
す
い
お
と
こ
は
あ
る
ま
い
。

む
り
な
こ
と
は
ひ
と
つ
も
い
わ
ぬ
。
そ
れ
ゆ
へ
心
や
す
ぶ
り
で
。
い
か
ふ

じ
よ
さ
い
に
も
て
な
し
や
る
か
と
思
ふ
。
是
も
そ
な
た
と
ゆ
く
く
は
ふ

う
ふ
に
も
な
り
。
二
世
ま
で
も
と
思
ふ
心
か
ら
い
ふ
こ
と
じ
ゃ
程
に
。
い

よ
し
か
わ
ら
ぬ
心
な
ら
ば
。
き
し
や
う
を
と
り
か
わ
し
た
い
の
」

三
う
ら
「
い
わ
ん
す
こ
と
な
れ
ど
き
し
や
う
を
か
き
て
も
。
か
お
る
心
な

れ
ば
。
や
く
に
た
ち
ま
せ
ぬ
。
か
か
ぬ
と
て
も
心
さ
へ
た
が
わ
ね
ば
お
な

じ
こ
と
で
ご
ざ
ん
す
。
も
は
や
よ
ふ
ご
ざ
ん
す
わ
い
の
」

お
と
こ
「
そ
れ
な
れ
ば
し
ん
じ
つ
じ
や
と
い
や
る
は
。
み
な
い
つ
わ
り
じ

や
の
」

み
う
ら
「
又
む
り
な
こ
と
を
い
わ
ん
す
。
い
ま
い
ひ
ま
す
ご
と
く
。
心
は

た
が
ひ
ま
せ
ぬ
ほ
ど
に
。
そ
れ
に
お
よ
び
ま
せ
ぬ
わ
い
の
」

お
と
こ
「
よ
ふ
ご
ざ
る
き
し
や
う
は
。
ゆ
る
し
ま
し
よ
程
に
。
其
だ
い
に
。

よ
の
お
と
こ
に
あ
ふ
と
き
う
が
い
せ
ま
い
と
い
ふ
。
せ
い
も
ん
た
ち
や
」

三
う
ら
「
ち
と
た
し
な
ま
し
や
れ
。
女
ろ
う
の
き
た
な
い
。
う
が
ひ
せ
ぬ

と
い
ふ
事
が
ご
ざ
ん
し
よ
か
。
く
ち
が
く
さ
け
れ
ば
。
人
が
あ
ら
れ
ぬ
や

ま
ひ
じ
や
と
い
ひ
。
又
わ
け
も
な
き
名
を
つ
け
ま
す
。
さ
す
れ
ば
。
お
と

こ
も
見
か
ぎ
り
、
お
ち
や
を
引
。
回
し
女
ろ
う
に
も
。
は
り
お
と
さ
れ
ま

し
よ
。
く
ち
す
お
ふ
と
思
ふ
人
も
。
き
も
を
つ
ぶ
し
。
わ
る
き
名
が
ば
つ

五
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と
た
ち
ま
し
よ
が
。
そ
れ
は
何
と
し
ま
し
よ
」

お
と
こ
「
さ
れ
ば
こ
そ
。
わ
れ
が
心
は
人
に
あ
わ
す
る
が
。
い
か
ほ
ど
は

ら
が
た
つ
。
さ
う
し
ゃ
う
た
ら
ば
。
お
れ
ば
か
り
会
て
人
に
は
い
ら
わ
せ

ま
い
と
い
ふ
こ
と
じ
ゃ
」

い
さ
さ
か
コ
ミ
カ
ル
で
軽
い
感
じ
で
は
あ
る
が
、
遊
女
自
身
の
口
か
ら
、
御
茶

を
挽
き
回
し
女
郎
に
落
と
さ
れ
か
ね
な
い
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
が
具
体
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
章
の
こ
こ
ま
で
の
記
述
は
、
遊
女
や
客
の
「
ま
こ
と
」

や
「
真
情
」
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
「
勤
の
身
の
悲
し
さ
」
も
さ
し
て
強
調

さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
や
「
爰

に
口
伝
は
」
等
の
言
い
回
し
は
、
は
な
し
の
場
-
'
‐
談
笑
の
雰
囲
気
を
強
く
感

じ
さ
せ
る
。
『
諸
艶
大
鑑
』
の
談
笑
性
-
意
識
的
に
滑
稽
化
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
『
難
波
鉦
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
遊
女
を
同
情
的
に
包
み
込
む
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
で
は
な

く
、
対
象
を
突
き
放
し
た
上
で
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
、
源
と
小
太
夫

で
は
、
本
章
の
本
質
は
そ
の
程
度
の
も
の
1
-
手
管
の
具
体
化
の
面
白
さ

I
に
と
ど
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
遊
女
の
「
真
情
」
や
「
ま
こ
と
」
に
迫
り
得

な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
、
何
に
お
い
て
こ
の
一
章
は
遊
女
評
判
記
を
超
え
得
た

と
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
あ
え
て
「
真
情
」
や
「
ま
こ
と
」

の
問
題
を
捨
象
し
て
述
べ
る
I
実
は
、
そ
の
よ
う
な
記
述
態
度
(
あ
る
い
は

本
章
に
お
け
る
は
な
し
手
の
設
定
)
こ
そ
が
、
源
と
小
太
夫
の
逸
話
を
通
し
て

色
道
の
「
か
ぎ
り
」
を
具
体
化
す
る
上
で
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
我
を
思
ふ
」
と
の
誓
紙
を
書
け
と
言
っ
た
源
に
対
し
、
小
太
夫
は
。

是
は
い
ら
ぬ
事
で
御
座
り
ま
す
。
(
中
略
)
其
か
た
さ
ま
を
。
未
塵
お
い
と

l 。

し
う
そ
ん
じ
申
さ
ぬ
に
。
か
く
の
ご
と
く
書
中
は
。
皆
偽
り
で
も
く
る
し

う
御
座
り
ま
せ
ぬ
か
。

と
答
え
、
逆
に
。

此
二
と
せ
あ
ま
り
。
御
威
勢
に
て
。
結
構
に
あ
そ
ば
し
。
ま
こ
と
は
。
流

の
身
の
外
の
や
う
に
。
あ
い
な
れ
侯
へ
ど
も
。
実
は
縁
な
き
に
や
。
そ
れ

程
に
は
そ
ん
ぜ
ぬ
。

と
恨
み
を
述
べ
る
。
こ
の
返
答
の
真
意
に
つ
い
て
、
源
に
対
す
る
愛
情
の
有
無

を
め
ぐ
る
二
通
り
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
こ
の
二
つ

の
見
解
は
一
見
対
立
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
遊

里
の
歪
め
ら
れ
た
一
面
を
見
出
し
、
こ
の
逸
話
を
一
鞋
の
悲
劇
と
し
て
と
ら
え

る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
う
と
ら
え
る
以
上
、
こ
の
源
の
到
達
し

た
色
道
の
「
か
ぎ
り
」
す
な
わ
ち
至
上
の
境
地
は
、
ど
う
し
て
も
色
褪
せ
た
も

の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
先
に
示
し
た
冒
頭
部
分
の
文
脈
と
の
対
応
の
上
か
ら
、

ま
た
、
二
人
が
「
あ
か
ぬ
わ
か
れ
」
を
目
出
度
く
迎
え
る
こ
と
な
ど
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
こ
の
話
か
ら
否
定
的
な
側
面
の
み
を
取
る
こ
と
は
い
さ
さ
か
物
足

り
な
く
と
も
、
ま
た
不
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
部
分
の
記
述
に
立
ち
入
っ
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
小
太
夫
の
真

意
は
、
一
般
の
男
女
の
恋
愛
に
対
す
る
よ
う
な
尺
度
で
は
計
り
難
い
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
座
敷
ま
で
馴
染
み
の
客
と

し
て
接
し
続
け
、
「
我
身
の
上
」
を
記
し
た
一
巻
を
渡
す
と
い
う
行
為
は
、
明
ら

か
に
通
常
の
客
へ
の
対
応
を
超
え
た
好
意
を
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
ほ
れ
ぬ
」
と
い
う
気
持
ち
が
真
実
で
あ
る
と
述
べ
、
請
け
出
さ
れ
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
巻
六
の
三
「
人
魂
も
死
る
程
の
中
」
に
お
け
る
間
夫
狂
い
を
す

る
太
夫
な
ど
と
は
全
く
異
質
の
感
情
で
あ
る
。
廓
の
掟
に
反
し
て
ま
で
、
廓
と

い
う
制
度
を
超
え
て
相
手
を
愛
す
る
よ
う
な
「
真
情
」
は
、
小
太
夫
に
つ
い
て

は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
を
嫌
っ
て
い
た
り
、
他
の
一
般
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の
客
と
同
様
に
扱
っ
て
い
た
わ
げ
で
は
な
い
。
本
章
の
こ
れ
ま
で
の
部
分
が
あ

え
て
遊
女
の
内
面
に
立
ち
入
ろ
う
と
せ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
小

太
夫
に
つ
い
て
も
こ
れ
以
上
そ
の
心
情
に
は
立
ち
入
ろ
う
と
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

で
は
、
結
局
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
I
そ
れ
は
、
小
太
夫
の
行
為
と
そ

の
結
果
そ
の
も
の
I
つ
ま
り
、
「
ま
こ
と
は
。
流
の
身
の
外
の
や
う
に
。
あ
い

な
へ
候
へ
ど
も
。
実
は
縁
な
き
や
。
そ
れ
程
に
は
そ
ん
ぜ
ぬ
」
と
い
う
返
答
が
、

実
に
巧
み
に
源
の
心
を
と
ら
え
、
二
人
の
関
係
を
色
道
の
「
か
ぎ
り
」
と
し
て

の
「
あ
か
ぬ
わ
か
れ
」
へ
と
導
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
太
夫

は
見
事
に
客
を
振
っ
て
み
せ
た
わ
け
で
、
客
に
対
す
る
手
管
と
し
て
の
「
ふ
る
」

こ
と
の
高
度
な
技
巧
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
我
を
思
ふ
と
の
誓
紙
を
書
け
」
と
い
う
源
の
要
求
自
体
、
こ
の
道
に
通
じ

た
者
と
し
て
は
極
め
て
野
暮
な
要
求
で
あ
る
。
事
実
『
難
波
鉦
』
の
「
法
界
吝
」

に
お
い
て
は
同
様
の
要
求
が
野
暮
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
三
浦
と
違
っ
て
小
太
夫
は
一
切
弁
解
な
ど
せ
ず
、
「
流
れ
の
身
の
外
の
よ
う

に
」
云
々
と
、
馴
染
み
の
客
な
れ
ば
こ
そ
引
き
下
が
れ
な
く
な
る
よ
う
な
言
集

を
織
り
交
ぜ
、
見
事
に
振
っ
て
み
せ
た
と
言
え
る
。
ま
さ
に
「
皆
目
の
や
ぼ
す

け
」
で
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
振
っ
た
の
で
あ
り
、
『
吉
原
す
ゞ
め
』
の
言
集
を
借

り
れ
ば
「
か
ひ
手
の
き
を
か
ん
が
み
、
だ
う
り
を
わ
き
ま
へ
て
」
振
っ
て
み
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
遊
女
と
し
て
、
小
太
夫
は
「
前
代
未
聞
の
太
夫
」

と
し
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
小
太
夫
に
対
す
る
源
の
対
応
は
、
分
け
知
り
ら
し
く
見
事
に
振

ら
れ
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
点
も
「
法
界
吝
」
と
の
大

き
な
差
で
あ
り
、
「
ほ
れ
ぬ
」
と
い
う
誓
紙
を
書
か
せ
る
こ
と
を
通
し
て
関
係
を

確
認
す
る
と
い
う
、
遊
里
の
現
実
を
熟
知
し
た
洗
練
さ
れ
た
行
為
と
言
え
よ
う
。

こ
の
両
者
の
存
在
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
世
界
が
、
上
質
の
客
と
遊
女
に
よ

り
実
現
さ
れ
た
色
道
の
「
か
ぎ
り
」
と
呼
ぶ
べ
き
境
地
で
あ
っ
た
。
「
真
情
」
や

「
ま
こ
と
」
等
の
世
間
的
な
尺
度
で
は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
虚
構
の
世
界

に
遊
ぶ
者
の
美
学
の
捏
示
が
こ
の
逸
話
の
本
質
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小
太
夫
と
い
う
名
の
新
町
の
太
夫
は
何
人
か
い
た
が
、
「
新
屋
の
小
太
夫
」
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
現
存
す
る
記
録
に
名
が
な
い
だ
け
が
、
あ
る
い
は
意

図
的
に
設
定
を
改
め
た
結
果
な
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
満

散
利
久
佐
』
に
記
さ
れ
た
木
村
屋
又
次
郎
抱
え
の
承
応
期
の
名
伎
「
先
達
の
小

太
夫
」
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

是
に
付
て
、
先
達
の
小
太
夫
事
を
。
思
ひ
い
で
侍
る
。
先
、
此
比
、
天
下

第
一
の
遊
女
な
り
き
、
(
中
略
)
此
人
、
常
に
い
へ
り
し
は
。
な
が
れ
の
身

こ
そ
幸
な
れ
。
心
ざ
し
あ
る
と
い
ふ
人
だ
に
あ
ら
ば
。
い
か
に
。
そ
の
心

さ
し
を
。
む
な
し
う
せ
ん
や
。
た
と
ひ
偽
て
も
い
へ
、
我
は
を
ろ
か
に
は

き
か
ず
。
な
ど
て
、
常
の
こ
と
く
さ
に
い
へ
り
し
也
、
此
あ
だ
し
き
こ
と

を
、
し
か
る
べ
か
ら
ぬ
や
う
に
、
判
じ
た
る
者
有
。
そ
れ
は
、
当
道
わ
き

ま
へ
ぬ
心
よ
り
、
い
へ
る
な
る
べ
し
。
け
い
せ
い
た
る
者
の
。
あ
だ
し
心

な
が
ら
ん
は
。
公
家
に
歌
学
な
く
、
も
の
ゝ
ふ
の
武
勇
あ
ら
ざ
る
が
ご
と

し
。

「
流
れ
の
身
の
外
」
の
関
係
を
期
待
し
た
と
述
べ
る
本
章
の
小
太
夫
と
、
「
な

が
れ
の
身
こ
そ
幸
い
な
れ
」
と
言
い
切
る
『
満
散
利
久
佐
』
の
小
太
夫
と
は
対

照
的
で
あ
る
。
だ
が
、
い
わ
ば
職
業
に
徹
し
た
良
質
の
「
あ
だ
し
心
」
を
持
ち
、

あ
く
ま
で
遊
女
と
し
て
客
を
大
切
に
す
る
「
先
達
の
小
太
夫
」
の
態
度
は
、
「
誓

紙
は
異
見
の
た
ね
」
の
小
太
夫
の
技
巧
と
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
西
鶴
が
、

あ
え
て
「
な
が
れ
の
身
」
に
関
す
る
記
述
を
逆
転
さ
せ
な
が
ら
、
小
太
夫
の
「
あ

だ
し
心
」
の
具
体
化
を
試
み
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
従
来
な
さ
れ
て
き
た
遊
女
評
判
記
と
『
諸
艶
大
鑑
』
と
の

七
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図
式
的
な
把
握
-
表
面
的
で
技
巧
の
み
に
こ
だ
わ
っ
た
非
文
学
的
な
実
用
書

と
遊
里
の
現
実
や
遊
女
の
内
面
を
描
き
出
し
た
作
品
-
で
は
評
価
で
き
な
い

性
格
の
一
章
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

五
、
後
日
譚
の
意
味

以
上
の
よ
う
に
「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
一
章
を
理
解
し
た
場
合
、
章
末
に

付
さ
れ
た
後
日
譚
、
後
に
誓
紙
を
ま
さ
に
「
異
見
の
た
ね
」
に
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
ど
う
と
ら
え
る
か
が
当
然
問
題
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
色
道
の
「
か

ぎ
り
」
が
空
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
ぃ
る
と
の
解
釈
は
以
前
か
ら

あ
り
、
そ
れ
は
先
に
示
し
た
私
見
に
対
立
す
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
決
し
て

裕

色
道
の
空
し
さ
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
鈴
木
享
氏
の
卓
見
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
後
年
の
源
の
語
り
口
を
西
鶴
の
本
音
と
は
直

結
さ
せ
ず
、
も
う
少
し
突
き
放
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
と
い

働

う
の
も
、
こ
の
後
日
譚
の
部
分
に
は
遊
女
評
判
記
類
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
結

び
の
類
型
、
と
り
わ
け
『
難
波
物
語
』
の
次
の
よ
う
な
結
び
を
想
起
さ
せ
ら
れ

有

る
か
ら
で
あ
る
・

あ
る
人
の
い
は
く
、
つ
く
く
せ
け
ん
の
て
ぃ
を
見
る
に
、
我
ゆ
く
う
ち

は
、
人
を
し
か
ら
ず
、
わ
が
え
ゆ
か
ね
ば
、
人
を
そ
し
る
、
こ
れ
。
利
は

っ
に
て
そ
し
る
に
は
あ
ら
ず
、
ほ
う
か
い
り
ん
き
と
い
ふ
も
の
な
り
、
貴

辺
も
、
も
し
そ
の
た
ぐ
ひ
や
と
い
へ
ば
、
そ
れ
し
ゃ
は
、
た
ｙ
く
ち
を
と

ぢ
て
、
三
つ
四
つ
う
な
づ
い
て
わ
ら
ふ

か
っ
て
そ
の
道
の
分
け
知
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
そ
れ
し
や
」
の
遊
里
の

否
定
的
な
紹
介
は
、
そ
れ
自
体
体
験
の
豊
富
さ
を
誇
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
聞
き
手
か
ら
「
貴
辺
も
、
も
し
そ
の
た
ぐ
ひ
に
ゃ
」
と
問
わ
れ
る
と
、

た
だ
笑
う
外
は
な
い
。
『
難
波
物
語
』
の
中
で
「
そ
れ
し
ゃ
」
に
ょ
っ
て
繰
り
返

し
な
さ
れ
て
き
た
厳
し
い
遊
里
批
判
は
、
こ
の
結
び
に
ょ
っ
て
全
て
相
対
化
さ

八

れ
て
し
ま
う
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
「
あ
る
人
」
は
、
教
訓
す
る
「
そ
れ
し

や
」
の
態
度
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
、
も
う
一
つ
の
感
情
を
見
抜
い
て
い
た
の

で
あ
る
。

「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
の
結
び
に
お
い
て
、
か
っ
て
源
と
呼
ば
れ
た
老
人

は

ほ
れ
ま
せ
ぬ
と
い
ふ
起
請
世
に
な
ひ
事
な
れ
ど
も
。
是
に
さ
へ
見
捨
が
た

く
。
心
を
尽
し
通
ひ
ぬ
。
ま
し
て
や
汝
等
に
。
今
世
智
賢
女
良
が
。
指

先
や
ぶ
り
て
筆
を
染
。
鳥
の
目
の
所
は
上
げ
て
。
水
に
酒
塩
を
ま
ぜ
て
。

裏
よ
り
ま
じ
な
い
事
し
て
。
科
か
ら
さ
き
へ
逐
る
ゝ
誓
紙
を
取
て
。
う
れ

し
が
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
。

と
息
子
や
手
代
に
異
見
す
る
。
こ
の
親
仁
の
言
集
の
裏
に
見
え
隠
れ
す
る
ど
こ

か
自
慢
げ
な
束
情
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
察
し
て
ほ
く
そ
え
み
な
が
ら
聞
い
て

い
る
若
い
者
の
姿
を
こ
こ
か
ら
想
像
す
る
こ
と
は
、
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
小
太
夫
の
形
見
「
我
身
の
上
」
に
つ
い
て
は
秘
し
て
語
ら
ぬ
源

の
心
境
と
、
『
難
波
物
語
』
の
「
そ
れ
し
や
」
の
人
物
造
形
と
に
は
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
な
「
か
ぎ
り
」
と
は
、
「
そ
れ
し
や
」
は
無
縁

の
存
在
で
あ
る
。
『
難
波
物
語
』
作
者
の
色
道
に
対
す
る
微
温
的
態
度
が
そ
の
ま

ま
「
そ
れ
し
や
」
の
態
度
と
な
っ
て
表
出
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
し
て
「
誓
紙
は
異
見
の
た
ね
」
の
結
び
は
、
異
見
す
る
源
の
言
葉
を

記
し
つ
つ
手
代
遠
の
視
線
を
も
感
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
は
語
ら
れ
な
い
「
我
身
の

上
」
を
も
視
野
に
入
れ
て
源
の
姿
を
と
ら
え
直
す
視
点
を
我
々
に
与
え
て
い
る

の
で
あ
る
。
遊
女
評
判
記
の
類
型
的
な
韜
晦
表
現
を
、
重
層
的
な
構
造
を
持
つ

は
な
し
の
場
の
設
定
へ
と
転
化
さ
せ
た
I
そ
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
部
分
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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注

(
1
)
野
間
光
辰
氏
「
浮
世
草
子
の
成
立
」
(
一
九
四
〇
年
十
一
月
、
十
二
月
『
国
語
・
国
文
』
、

『
西
鶴
新
新
版
』
に
再
録
。
)

(
2
)
暉
峻
康
隆
氏
『
西
鶴
評
論
と
研
究

上
』
(
一
丸
四
八
年
中
央
公
論
社
)
、
市
川
通
雄
氏

「
「
諸
艶
大
鑑
」
(
好
色
二
代
男
)
の
本
質
」
(
『
日
本
文
学
の
研
究
』
一
丸
七
四
年
文
理
書

院
)
な
ど
。

(
3
)
吉
江
久
弥
氏
『
西
鶴
文
学
研
究
』
(
一
九
七
四
年
笠
間
書
院
)
、
冨
土
昭
雄
氏
『
新
日
本

古
典
文
学
大
系

好
色
二
代
男

西
鶴
諸
国
ば
な
し

本
朝
二
十
十
孝
』
解
説
二
九
九

一
年
岩
波
書
店
)
な
ど
。

(
4
)
江
本
裕
氏
「
『
諸
艶
大
鑑
』
私
論
」
(
『
論
集
近
世
文
学
3

西
鶴
と
そ
の
周
辺
』

一
九

九
一
年
勉
誠
社
)

(
5
)
野
間
氏
前
掲
書
。

(
6
)
冨
士
昭
雄
氏
「
『
諸
艶
大
鑑
』
の
世
界
」
(
一
丸
八
三
年
七
月
『
日
本
文
学
』
)

(
7
)
吉
江
氏
前
掲
書
。

(
8
)
暉
峻
氏
前
掲
書
。

(
9
)
鈴
木
享
氏
「
「
ほ
れ
ぬ
」
と
い
う
誓
紙
」
(
一
九
八
八
年
十
二
月
『
島
根
大
学
法
文
学
部

紀
要
文
学
科
編
』
)

(
1
0
)
鈴
木
氏
前
掲
論
文
。

(
1
1)
鈴
木
氏
前
掲
論
文
。

(
1
2
)
西
島
孜
哉
氏
「
「
我
身
の
上
」
考
-
1
1
-
諸
艶
大
鑑
論
序
説
-
1
」
(
一
九
八
七
年
三
月
『
武

庫
川
国
文
』
、
『
西
鶴
と
浮
世
草
子
』
に
再
録
じ

(
1
3
)
高
橋
俊
夫
氏
『
西
鶴
論
考
』
(
一
九
七
一
年
笠
間
書
院
)
、
谷
脇
理
史
氏
「
『
諸
艶
大
鑑
』

へ
の
一
視
点
―
-
そ
の
創
作
意
識
を
め
ぐ
っ
て
I
」
(
野
間
光
辰
氏
編
『
西
鶴
論
叢
』

一
九
七
五
年
中
央
公
論
社
)
な
ど
。

(
1
4
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
谷
脇
氏
前
掲
論
文
の
検
討
と
い
う
形
で
、
拙
稿
「
『
諸
艶
大

鑑
』
論
序
説
」
(
『
論
集
近
世
文
学
3

西
鶴
と
そ
の
周
辺
』
)
に
お
い
て
詳
述
し
た
。

(
1
5
)
「
何
よ
り
も
こ
の
教
訓
、
源
自
身
が
経
験
し
た
「
か
ぎ
り
」
を
知
る
所
と
は
関
係
が
な

い
。
誓
紙
の
不
要
や
「
ほ
れ
ぬ
」
と
い
う
誓
紙
の
価
値
の
出
現
は
、
そ
こ
ま
で
至
ら
な
け

れ
ば
理
解
出
来
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
の
経
験
の
何
よ
り
の
記
念
で
あ
る
「
我
身
の
上
」
一

巻
は
秘
し
て
見
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
一
切
捨
象
し
て
、
「
ほ
れ
ぬ
」
と
い
う

誓
紙
の
異
常
性
の
み
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
下
手
を
す
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
に

ま
で
価
値
を
与
え
る
太
夫
の
賛
美
と
な
り
、
逆
効
果
に
な
り
か
ね
な
い
利
用
の
仕
方
で

あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
か
ら
の
論
理
の
展
開
は
途
中
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
「
だ
I
商
大
事

に
し
て
。
何
の
事
も
な
ふ
買
て
あ
そ
ぶ
べ
し
ご
つ
ま
り
生
活
者
の
一
做
常
識
に
し
っ
か

り
帰
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
」
(
鈴
木
氏
前
掲
論
文
)

(
平
成
四
年
九
月
十
日
受
理
)
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