
弱6

代
カ
ト
リ
″
夕
の
部
分
は
や
は
り
感
心
し
な
い

が
、
元
代
以
前
の
部
分
は
他
の
二
書
よ
り
は
よ

く
・
こ
の
類
の
書
に
よ
く
見
う
け
ら
れ
る
奇
聯

な
言
説
に
あ
ま
り
惑
は
さ
れ
て
ゐ
な
い
賜
で
。

こ
の
著
者
の
批
判
的
態
度
を
買
ふ
べ
き
で
も
ら

う
。

　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　

〔
藤
枝
晃
〕

　
　

支
那
史
學
に
現
は
れ
た
る

　
　

倫
理
思
想

　
　
　
　

御
田
喜
一
郎
著

　
　
　
　

岩
波
講
座
倫
理
學
第
十
舒

　

こ
の
論
文
は
二
部
分
か
ら
成
る
。
へ

　

『
「
支
那
史
學
の
倫
理
的
性
格
」
で
は
、
先
づ

史
通
を
引
い
て
、
史
學
の
目
的
と
斂
用
と
は
事

宦
を
直
書
し
て
勧
誠
に
資
す
る
こ
と
に
あ
り
、

此
は
支
那
史
學
の
根
本
理
念
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
・
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
正
史
の
忠
義
傅
、
孝

友
傅
、
列
女
傅
等
、
ま
た
は
そ
れ
と
對
立
す
る

姦
臣
傅
等
に
よ
っ
て
立
撹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
ど
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
は
唐
宋
以
来
帝
王
の

　

謹
威
が
強
く
な
っ
て
来
た
思
想
上
の
麦
化
を
示

　

し
て
ゐ
る
、
と
誕
か
れ
る
如
き
で
あ
る
。
正
史

｀
の
み
で
は
な
く
、
漢
紀
、
資
治
通
鑑
な
ど
も
こ

　

の
勧
善
懲
悪
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が

朱
子
の
通
鑑
綱
目
に
至
っ
て
徹
底
す
る
。

　

然
ら
ば
こ
の
支
那
史
學
の
倫
理
的
性
格
は
如

　

何
に
し
て
生
ず
る
か
と
云
・
へ
ば
、
そ
れ
は
支
那

　

の
史
學
が
春
秋
か
ら
酸
足
す
る
こ
と
に
由
来
す

　

る
。
大
義
名
分
を
正
す
と
い
ふ
孔
子
の
理
念
が

　

春
秋
の
根
本
理
念
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
正
邪
善

　

悪
に
對
す
る
褒
返
が
生
ず
る
。
従
っ
て
春
秋
を

　

理
想
と
す
る
司
馬
遷
の
史
記
、
そ
れ
に
績
く
諸

　

史
に
於
て
は
、
一
つ
の
鶏
立
し
た
専
門
の
史
學

　

と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
後
も
、
逞
に
春

　

秋
學
の
繭
絆
か
ら
解
放
さ
れ
ず
、
春
秋
學
の
官

　

賤
的
目
的
性
の
支
配
を
免
れ
得
な
か
っ
た
。

　

以
上
部
前
牛
の
大
要
で
あ
る
が
、
支
那
史
學

こ
の
場
合
。
勿
論
時
代
に
よ
っ
て
思
想
の
推
移

　

の
倫
理
的
性
格
と
し
て
そ
の
勧
誠
主
義
を
捉
へ

す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
ゝ
例
へ
ば
忠
義
傅
を
見

　

一
貫
し
て
展
開
さ
れ
た
論
旨
は
明
晰
で
あ
る
。

る
と
ヽ
賢
書
で
は
、
忠
義
の
士
と
は
一
般
に
節

　

然
し
春
秋
は
國
家
、
赴
會
、
天
道
と
の
闘
聯
’
に

義
を
守
っ
た
者
を
指
す
が
。
宋
史
で
は
、
君
臣
‥
於
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
、
史
記
以
下
に
は
１
　

間
の
節
義
を
守
っ
た
者
と
な
り
、
ま
た
唐
以
前
、
人
の
言
行
が
著
し
く
前
面
に
浮
び
出
て
く
る
。

の
諸
史
に
は
孝
友
傅
が
忠
義
傅
の
前
に
あ
る

　

そ
の
愛
花
は
如
何
に
説
明
す
べ
き
か
、
全
く
不

が
、
以
後
の
諸
史
で
杜
そ
の
反
對
で
あ
る
こ
と

　

明
で
あ
る
。
こ
れ
は
草
に
形
式
だ
け
の
問
題
で

は
な
い
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
左
傅
、
國
語
、

戦
國
策
に
つ
い
て
】
言
を
費
す
べ
き
で
あ
っ
た

と
思
ふ
。
と
も
に
大
義
名
分
（
こ
ａ
意
味
も
充

分
明
か
で
ぽ
な
い
）
を
あ
ら
は
す
こ
と
に
便
り

は
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
あ
ら
昧
し
方
に
便
り

が
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ら

５
．
ま
た
忠
義
傅
、
孝
友
傅
は
晋
書
。
宋
書
以

後
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
理
由
か
這
べ
て
ほ
し

か
っ
た
。
も
っ
と
も
金
井
之
忠
氏
著
『
唐
代
の

史
學
思
想
』
に
は
、
少
し
詮
明
し
て
あ
る
。
一

　

二
、
「
正
統
論
」
は
四
千
年
間
に
代
興
せ
る
諸

王
朝
の
正
閏
に
開
す
る
議
論
の
展
望
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
し
か
に
支
那
史
學
仁
穎
著
に
あ
ら
は

れ
る
倫
理
思
想
で
あ
る
。
は
じ
め
て
秦
を
国
惇

と
し
て
帝
統
に
正
閏
を
派
別
し
た
張
蒼
の
説
、

そ
の
他
五
徳
の
呟
の
相
承
に
よ
る
正
統
論
、
魏

呉
蜀
三
國
に
つ
い
て
の
陳
壽
、
。
習
阻
歯
、
劉
知

幾
等
の
正
統
論
、
東
晋
、
元
魏
に
つ
い
て
の
皇

甫
混
の
正
統
論
、
ま
た
五
代
の
梁
に
開
す
る
李

防
、
萍
居
正
、
吸
陽
修
、
章
留
之
、
蘇
試
の
正

統
論
、
そ
れ
ら
が
次
々
に
唱
へ
ら
れ
、
朱
子
の

通
鑑
綱
目
に
至
っ
て
結
織
に
到
達
す
る
繩
過
が

そ
の
思
想
的
政
治
的
背
景
と
と
も
に
、
要
領
よ

く
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
ら
ぼ
ヽ
か
ｉ
る
正
統

１
　
が
支
那
史
鸞
芦
大
問
題
と
し
で
常
に
繰
返
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さ
れ
た
り
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
全
く
支

　

生
み
出
さ
れ
、
そ
こ
に
生
き
て
ゐ
た
倫
理
思
想

　
　

し
か
し
そ
れ
は
、
古
代
の
生
活
と
今
の
生
活

　

・
那
史
學
の
倫
理
的
性
格
が
こ
ふ
に
至
ら
し
め
、

　

の
こ
と
で
’
｡
　
Ｈ
ｉ
膿
的
に
匯

　

最
後
に
朱
子
の
’
正
統
論
の
如
き
道
俸
王
義
に
簿

　

倫
理
の
観
念
が
如
何
な
る
丙
容
を
持
つ
た
か
、
識
的
無
意
識
的
に
現
官
と
調
和
す
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

ｆ
‐

　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｔ

　

結
し
た
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
か
く
し
て
こ

　

ま
た
個
人
や
此
會
を
如
何
に
考
へ
た
か
、
さ
う

　

っ
た
。
そ
れ
は
「
道
學
」
に
於
て
最
も
よ
く
見

　

の
論
文
の
前
牛
之
後
牛
と
が
結
び
付
け
ち
札

　

い
ふ
こ
と
が
述
べ
て
あ
る
の
だ
ら
う
と
諏
想
し

　

ら
れ
Ｊ
・
朱
子
の
越
想
は
「
纒
」
の
再
現
ｔ
あ

　

る
ｏ
け
れ
ど
も
支
那
史
學
の
倫
理
的
性
格
と
し

　

た
。
が
蜜
は
第
一
の
識
想
は
常
っ
た
け
れ
ど
も

　

り
・
し
か
も
「
脛
」
そ
の
ま
ｘ
の
再
現
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　

－

　

て
説
か
れ
る
勧
誠
主
義
の
み
か
ら
正
統
論
を
理

　

第
二
の
燥
想
は
は
づ
れ
た
。

　
　
　

ｊ
’

　
　

い
。
現
官
と
の
調
和
に
よ
る
喫
更
を
自
毘
し
っ

　

解
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
ら
５
．
隨
ｆ
に
っ
い

　
　

近
世
を
唐
の
中
頃
以
後
、
晦
片
戦
９
　
頃
ま
で

　

ｉ
も
、
「
纒
」
の
重
要
な
る
眼
一
を
中
世
の
隠
冪
か

　

て
の
。
倫
理
思
想
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
・
と
考
へ
る
こ
と
は
、
定
説
で
は
な
い
け
れ
ど
も

　

ら
再
び
明
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
復
飾
の
意
識

　

う
・

　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
力
な
説
で
あ
る
。
’
。
こ
の
。
時
期
の
倫
理
思
想
と

　

の
満
足
が
あ
る
。
か
く
し
で
朱
子
學
ぶ
近
世
の

　
　

本
論
文
は
重
要
な
中
心
問
題
を
捉
へ
て
ヽ
そ

　

し
て
ヽ
著
者
の
取
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
「
脛
」
。
へ

　

學
間
の
正
統
と
な
っ
た
。

　

れ
よ
り
逸
す
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
要
領
よ
く

　

の
復
飾
、
と
い
ふ
思
想
で
あ
る
。
何
故
こ
の
思

　
　

こ
の
「
纒
」
へ
の
復
飾
と
い
ふ
思
想
は
何
故

　

ま
と
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
、

　

想
が
起
っ
た
の
か
、
と
い
へ
ば
。
中
世
の
生
酒

　

近
世
を
貫
く
倫
理
と
な
っ
た
か
。
’
そ
れ
は
近
世

　

書
か
れ
て
ゐ
る
限
力
で
ぱ
論
旨
が
明
か
で
あ
る

　

に
混
気
が
あ
っ
た
か
ら
、
と
設
か
れ
Ｊ
。
つ
ま

　

の
祗
會
に
適
す
る
か
ら
、
と
説
か
れ
る
。
官
僚

　

け
れ
ど
丸
ま
だ
問
題
の
中
核
に
何
か
残
っ
て

　

４
Ｓ
４
世
の
生
活
の
混
気
は
政
治
の
混
乱
を
Ｍ
映

　

を
市
民
か
ら
逡
ぶ
科
學
・
の
制
度
と
結
び
つ
い
て

　

ゐ
る
や
う
て
あ
る
ヤ
レ

　

ン

　
　
　
　
　

’
し
た
も
。
の
で
、
そ
の
混
気
を
救
ふ
た
め
に
は
、

　

ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
世
の
煩
煩
な
倫
理
に
か

　
　
　
　
　

一

　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　
　
　
　

混
気
以
前
の
古
代
の
生
活
に
復
飾
す
る
が
よ
い

　

は
っ
て
、
「
纒
」
が
市
民
の
知
識
階
級
の
倫
翠
と

　
　
　

近
世
支
那
の
倫
理
思
想

　
　
　
　
　
　

と
考
へ
ら
れ
、
そ
こ
に
「
鎧
」
へ
の
復
飾
が
求
。
な
っ
た
。
し
か
尾
「
讃
書
の
家
」
の
固
定
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　

吉
川
幸
次
郎
著

　
　

め
ら
れ
る
・
と
゛
は
れ
る
・
巧
妙
な
説
明
で
あ

　

も
ｐ
、
震
芸
倫
理
は
安
定
し
た
・
つ
ま
り
ヽ

　
　
　
　
　

‐
岩
波
講
座
倫
理
學
第
十
二
冊

　
　
　

―
る
が
｀
近
世
武
會
を
特
徴
づ
け
る
市
民
の
進
出

　

近
世
の
倫
理
は
ヽ
市
民
の
進
出
＆
い
ふ
こ
。
と
か

　
　

こ
の
論
文
を
讃
む
前
に
、
題
目
を
見
て
二
つ

　

と
い
ふ
現
象
と
「
纒
」
へ
の
復
譜
の
要
求
の
護

　

ら
で
は
な
く
、
中
世
の
生
活
混
乱
の
自
覧
か
ら

　

の
憬
想
を
し
た
。
第
一
は
近
世
支
那
と
は
、
唐

　

生
と
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
か
く
し
て
最
も

　

起
っ
た
の
で
あ
る
が
、
モ
れ
が
こ
の
近
世
祀
會

　

の
中
頃
か
ら
輯
換
期
に
入
り
北
宋
に
完
成
さ
れ
ｊ
ａ
…
-
＾
の
を
最
も
倫
理
的
だ
と
す
る
思
想
に
プ
に
適
し
た
の
で
あ
る
、
と
云
は
れ
る
や
う
で
あ

。
た
と
考
へ
ら
れ
る
だ
ら
５
と
い
ふ
ご
と
、
第
二

　

定
し
、
「
脛
」
へ
の
復
譜
が
近
世
の
倫
理
と
し
て
’
る
。

　
　

・
’

　

『
そ
の
倫
理
思
想
と
は
、
近
世
の
武
會
か
ら

　

確
立
し
た
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
近
世
の
倫
理
ｉ
ｆ
倫
理
と
し
て
の
力
を
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