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方
法
で
あ
る
と
思
う
が
､

そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
現
代
語
を
用
い
ら
れ
な

い
の
だ
ろ
う
か
｡
歌
舞
伎
的
雰
囲
気
の
文
語
文
の
中
に
､
虞
々

古
事

記
的
語
条
の
浮
ん
で
い
る
こ
の
間
詔
は
､
か
え
っ
て
讃
者
を
混
乱
さ

せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

こ
の
註
樺
に
よ
っ
て
､
博
士
は
従
来
の
数
多
い
杜
詩
の
註
樺
か
ら

一
頭
地
を
抜
き
ん
で
ら
れ
て
い
る
ば
か
-
で
な
-
､
註
樺
の
仕
事
の

あ
る
べ
き
新
し
い
一
つ
の
形
を
示
し
て
お
ら
れ
る
｡
し
か
し
何
分
に

も
杜
甫
の
全
作
品
の
十
数
分
の
一
の
作
品
､
そ
れ
も
今
な
お
完
成
途

上
に
あ
る
作
品
に
つ
い
て
の
註
樺
で
あ
る
｡
初
期
の
作
品
か
ら
博
士

が
形
造
ら
れ
た
天
地
を
凝
祝
し
､

イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
冥
捜
し
て

珍
-
杜
甫
像
が
､

｢青
白
い
｣
秦
州
薙
詩
の
世
界
と
ど
の
よ
う
に
繁

る
の
か

(そ
れ
が
果
し
て
単
な
る
杜
博
の
精
神
の
後
退
な
の
か
ど
う
か
)､

更
に
こ
う
し
た
基
礎
の
上
で
の
江
南
で
の
杜
甫
の
詩
の
成
熟
は
ど
の

よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
､
等
々
に
つ
い
て
､
博
士
の
解
樺
を
早
-

お
聞
き
し
た
-
思
う
｡
な
に
よ
-
も
御
健
康
に
束
を
附
け
ら
れ
て
､

『
杜
甫

Ⅰ
』
を
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
が
早
か
ら
ん
こ
と
を
｡

(京
都
大
学

小
南

一
郎
)

荘
司
格

l
･
清
水
栄
吉

･
志

村
良
治
謂

『中
国
の
笑
話
』
崇

諾

筑
摩

書
房

一
九
六
六
年

一
一
月

三

九
四
頁

笑
い
は
生
き
も
の
で
あ
る
｡
園
が
違
え
ば
､
笑
い
も
こ
と
な
-
､

時
代
が
襲
れ
ば
､
笑
い
も
相
貌
を
襲
え
て
-
る
｡
我
々
は
外
国
の
漫

蓋
を
見
て
い
て
､
し
ば
し
ば
お
か
し
み
を
理
解
で
き
ぬ
こ
と
が
あ
-
I

ま
た
江
戸
の
滑
倍
本
や
川
柳

･
狂
歌
を
謹
ん
で
も
､
も
は
や
現
代
人

おとが
い

の

院

を

は
ず
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
笑
い
に
束
づ
-
の
で
あ
る
｡

役
人
の
子
は
に
ぎ
に
ぎ
を
よ
-
覚
え

徳
川
の
世
も
､
宇
宙
時
代
と
や
ら
の
常
世
の
お
役
人
も
､
し
ょ
せ

ん
袖
の
下
に
弱
い
と
い
う
気
質
だ
け
は
改
ま
ら
ず
､
そ
の
飴
慶
と
し

て
ー
我
々
は
い
ま
だ
に
こ
の
句
の
耶
輪
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
だ
が
'
さ
て
次
の
句
は
ど
う
か
｡

ち
よ
き

役
人
の
骨
っ
ぽ
い
の
は
猪
牙
に
乗
せ

袖
の
下
で
は
口
説
き
落
せ
ぬ
難
物
な
ら
､
ま
ま
よ
次
の
手
'
闇
に

こ
ぎ
出
す
猪
牙
舟
に
押
し
込
ん
で
ー
吉
原
の
色
じ
か
け
と
い
こ
う
と

い
う
の
だ
が
､
青
原
が
滑
え
猪
牙
舟
が
失
せ
た
現
今
､
こ
の
句
の
訊
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刺
は
､
解
説
抜
き
に
は
理
解
に
あ
ま
ろ
う
｡
古
代
中
開
の
笑
話
に
つ

い
て
も
､
時
間
的
に
ほ
ぼ
同
じ
問
題
が
あ
る
は
か
､
風
俗
習
慣
の
相

異
と
い
う
も
う

一
つ
の
厄
介
な
障
害
が
加
わ
る
｡
全
-
笑
い
と
い
う

の
も
束
架
な
い
と
な
み
で
は
な
い
｡
し
か
し
考
え
て
み
る
と
ー
失
わ

れ
た
笑
い
の
原
因
を
生
員
面
目
に
講
揮
し
て
み
せ
る
の
は
､
困
難
さ

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
ー
滞
沌
に
七
薮
を
穿
つ
よ
う
な
あ
る
空
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
と
い
っ
て
､
笑
い
は
本
来
直
覚
的

な
も
の
で
あ
-
､
そ
れ
を
分
析
に
よ
っ
て
説
明
し
て
し
ま
え
ば
､
語

る
ほ
ど
に
生
き
生
き
と
し
た
緊
張
感
は
失
わ
れ
て
､
た
だ
弛
緩
し
た

形
骸
だ
け
が
残
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
私
は
､
内
田

道
夫
教
授
が
本
書
の
序
文
で
説
か
れ
る
よ
う
に
ー
中
国
の
笑
話
を
通

し
て

｢
過
去
の
中
国
の
文
苑
に
踏
み
こ
み
､
そ
の
文
化
や
風
俗
習
慣

ま
で
も
理
解
｣
で
き
る
と
い
う
教
用
を
充
分
に
認
め
る
｡
だ
が
そ
の

た
め
に
は
､
評
者
も
讃
者
も
し
ば
ら
-
寛
容
の
二
字
を
覚
悟
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
｡

『
中
国
の
笑
話
』
と
題
ざ
れ
る
本
書
は
､

最
も
早
い
時
期

(諾
者

に
よ
れ
ば
宋
元
の
こ
ろ
の
成
立
)
の
笑
話
本

『
笑
海
叢
珠
』

『
笑
苑
千

金
』
の
全
講
で
ー
合
わ
せ
て
百
四
十

1
篇
の
小
話
が
収
め
ら
れ
て
い

書

評

る
｡
過
去
に
上
梓
さ
れ
た
同
類
の
書
が
ほ
と
ん
ど
抄
評
で
あ
っ
た
の

に
射
し
て
､
本
書
は
全
て
の
話
を
謬
出
し
た
と
こ
ろ
に
ま
ず
特
色
が

あ
る
｡
そ
れ
は
ロ
あ
た
-
よ
-
馴
じ
み
や
す
い
笑
い
の
み
を
選
別
し

て
紹
介
す
る
の
で
は
な
-
1
原
書
の
笑
い
を
そ
の
ま
ま
常
世
に
運
び

釆
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
作
業
で
あ
-
､
そ
こ
に
謬
者
の
苦
心
の
ほ
ど
も

察
せ
ら
れ
る
o
中
国
で
は
早
-
亡
び
去
っ
て
わ
が
国
に
の
み
停
わ
る

こ
の
珍
書
を
ー
評
者
は
内
閣
文
庫
所
蔵
の
寓
本
を
定
本
と
し
て
諾
出

し
ー
巻
末
に
は
上
村
幸
次
氏
所
蔵
本
油
印
校
本
と
封
校
し
た
本
文
を

付
銀
す
る
ほ
か
､
原
文
語
粂
索
引

･
讃
文
讃
注
項
目
索
引
を
併
せ
付

し
て
い
る
｡
特
異
な
口
語
語
糞
に
富
む
こ
の
二
書
を
､
言
語
史
の
資

料
と
し
て
も
役
立
て
よ
う
と
ぎ
れ
た
意
圏
を
ま
た
そ
こ
に
見
る
｡

本
書
を

一
瞥
し
た
限
-
で
は
ー
な
る
ほ
ど
笑
話
の
は
し
-
と
い
う

だ
け
に
､
そ
の
内
容
は
後
世
の

『笑
府
』
な
ど
の
小
気
味
よ
い
酒
脱

な
お
か
し
み
に
較
べ
る
と
'
素
朴
な
未
完
成
の
味
を
出
て
い
な
い
｡

だ
か
ら
抱
腹
絶
倒
と
い
っ
た
趣
き
の
話
は
き
わ
め
て
少
な
-
1
笑
話

愛
好
家
の
渇
を
い
や
す
と
い
う
に
は
や
や
物
足
ら
ぬ
か
も
し
れ
な
い
｡

中
で
ー
現
代
の
我
々
の
感
性
を
も
よ
-
-
す
ぐ
る
話
と
い
え
ば
t
セ

ッ

ク
ス
に
関
す
る
卑
狼
な
話
､
極
端
な
守
銭
奴
の
話
ー
落
語
の
輿
太

115



中
開
文
畢
報

第
二
十
二
筋

郎
を
思
わ
せ
る
間
抜
け
の
話
な
ど
が
文
句
な
し
に
多
い
｡
そ
の
一
方

で
､
昔
時
の
杜
合
生
活

(こ
と
に
知
識
人
の
そ
れ
)
に
依
接
し
た
機
知

的
な
-
す
ぐ
り
は
､
ほ
と
ん
ど
我
々
に
通
じ
な
-
な
っ
て
い
る
｡
是

非
も
な
い
と
い
-
べ
き
か
｡
し
か
し
こ
う
し
た
笑
え
な
い
笑
話
と
は

別
に
､
失
鰻
な
が
ら
謂
者
が
笑
い
の
ツ
ポ
を
う
悠
-
把
握
し
て
い
な

い
こ
と
か
ら
､
興
味
を
減
殺
さ
れ
た
話
が
か
な
-
あ
る
の
も
事
案
で

あ

る

o

(以
下
便
宜
上
､
本
文
を
先
に
か
か
げ
､
そ
の
後
に
諾
文
を
示
す
｡

本
文
の
句
読
は
す
べ
て
諾
者
に
よ
る
｡
頁
数
は
諾
文
の
所
在
を
指
す
o)

食
鱈
先
知

(な
ま
す
)

湛
山
牌
ヂ
病
ー
講
撃
人
卜
展
着
豚
｡
晃
無
措
｡
以

l
貫
鐘
ー
私

蒔
吏
人
目
ー
牌
野
末
測
何
患
.
吏
日
､
昨
晩
講
李
秀
才
食
魚
鰭
｡

向
夜
腹
痛
｡
途
見
解
声
｡
切
豚
既
罷
｡
宰
日
､
何
臓
所
致
｡
県
日
ー

夜
来
冷
鱈
傷
牌
｡
却
伴
李
来
同
食
｡
宰
公
日
1
着
所
見
｡
却
是
昨

晩
輿
李
秀
才
多
食
了
生
結
束
｡

(以
下
略
)

温
山
鱗
の
知
事
が
病
気
に
な
-
､
賢
者
の
卜
県
を
よ
ん
で
脈
を

み
さ
せ
た
が
､
さ
て
こ
の
卜
虞
､
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
ぬ
｡

そ
こ
で
下
役
人
に
一
貫
の
鎖
を
こ
つ
そ
-
や
っ
て
､

｢
知
事
さ
ま
は
ど
ん
な
病
気
な
ん
だ
ろ
う
｣

｢
そ
れ
は
昨
晩
､
李
秀
才
を
お
よ
び
し
て
ー
な
ま
す
を
た
べ
た

ん
で
す
｡
そ
し
た
ら
､
夜
中
に
腹
痛
を
お
こ
し
た
の
で
す
｣

そ
こ
で
ー
知
事
の
と
こ
ろ
に
ま
か
-
で
て
､
て
い
ね
い
に
脈
を

み
お
え
た
｡
知
事
は
､

｢
ど
の
内
臓
が
わ
る
い
の
か
｣

｢
ゆ
う
べ
の
つ
め
た
い
な
ま
す
が
､
肺
臓
を
わ
る
-
し
た
の
で

す
も
も

す
｡
し
か
も

李

と

い
っ
し
ょ
に
た
べ
ま
し
た
で
し
ょ
う
｣rJ

'J
O

｢
ま
っ
た
-
よ
-
見
通
す
も
の
だ
｡
だ
が
､
昨
夜
は
李
秀
才
と

な
ん
だ
よ
ー
生
の
な
ま
す
を
た
べ
す
ぎ
た
の
は
｣

(六
一
貢
)

こ
の
あ
と
､
謂
者
は
さ
ら
に
注
を
施
し
て
ー

｢
卜
虞
の
き
き
ち
が

す
も
も

え
(李
秀
才
と

李

)

を
ー
知
事
に
い
う
と
､
知
事
が
そ
れ
を
訂
正
す
る

と
こ
ろ
に
お
か
し
み
が
あ
る
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡
だ
が
､
茸
の
と

こ
ろ
ー

｢
お
か
し
み
｣
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
の
だ
｡
卜
県
が

ヽ

す
も
も

す
もも

李
秀
才
を

李

と

聞
き
ち
が
え
て
､
な
ま
す
を

李

と

い
っ
し
ょ
に
食
っ

た
の
だ
ろ
う
と
得
意
げ
に
診
断
を
下
す
と
ー
そ
れ
を
ま
た
知
事
が
勘

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ち
が
い
し
て
ー

｢
さ
て
も
お
見
通
し
､
ま
さ
し
-
昨
夜
は
李
秀
才
と

い
っ
し
ょ
に
な
ま
す
を
食
い
す
ぎ
た
わ
い
｣
と
､
ー
虞
の
見
立
て
の

ヽ
ヽ
ヽ

正
確
さ
に
舌
を
奄
-
と
い
う
二
重
の
聞
き
ち
が
い
に
こ
そ
ー

｢
お
か
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し
み
｣
は
あ
る
｡
こ
の
知
事
の
こ
と
ば
は
､
い
わ
ば
落
語
の
サ
ゲ
に

あ
た
る
部
分
で
あ
-
､
詩
文
は
サ
ゲ
を
う
ま
-
お
さ
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
に
､
元
来
の
す
っ
と
ぼ
け
た
笑
い
の
妙
味
を
殺
し

て
し
ま
っ
た
O
題
名
に
あ
る

｢
先
知
｣
と
は
､
李
秀
才
と
の
一
事
を

等
者
に
う
ま
-
い
い
あ
て
ら
れ
た
こ
と
に
封
す
る
知
事
の
賛
嘆
を
示

し
て
い
る
の
だ
｡
誤
謬
の
根
源
は
､
か
か
っ
て
知
事
の
こ
と
ば
の
中

の

｢
却
是
｣
を
､

｢
だ
が
｣
と
い
う
屈
折
の
方
向
に
解
し
た
こ
と
に

あ
る
｡.
し
か
し
ー
こ
の

｢
却
是
｣
は
､

｢
正
是
｣
の
意
味
で
な
け
れ

ば
な
ら
ず
､
ま
た
こ
の
語
が
賓
際
し
ば
し
ば

｢
正
是
｣
の
方
向
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
は
､
張
相
氏
の

『
詩
詞
曲
語
群
匪
樺
』
(中
華
害
局

一
九
五
三
年
)
な
ど
が
つ
と
に
い
-
つ
か
の
用
例
を
引
き
つ
つ
寛
琵
し

て
い
る
｡

次
の
例
も
､
や
は
-
不
周
到
な
諸
に
よ
っ
て
､
笑
い
が
薄
め
ら
れ

て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
引
用
す
る
に
は
い
さ
ざ
か
晶
の
な
い
話

だ
が
､
ご
か
ん
べ
ん
願
う
こ
と
に
す
る
｡

男
作
女
工

(お
か
ま
)

有

一
富
家
子
ー
困
在
京
遇
元
宮
､
出
街
着
灯
｡
不
発
行
入

一
瓦

子
内
｡
忽
有

1
美
貌
少
年
ー
造
粒
向
前
請
吃
茶
｡
富
家
子
輿
之
素

書

評

不
相
識
､
不
甚
答
之
｡
却
不
知
乃
不
男
之
作
｡
其
少
年
者
再
三
近

前
日
､
我
是
男
作
女
工
｡
富
家
子
不
味
其
義
､
鷹
之
日
､
弥
是
男

作
女
工
｡
莫
是
裁
縫
待
詔
｡

あ
る
金
持
ち
の
息
子
､
み
や
こ
に
い
て
､
ち
よ
う
ど
元
官
の
ま

つ
-
の
日
､
ま
ち
に
出
て
､
提
灯
を
な
が
め
て
い
る
う
ち
に
､
お

も
わ
ず
し
ら
ず
ー
妓
院
の
中
に
は
い
-
こ
ん
で
し
ま
っ
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

一
人
の
美
し
い
お
小
姓
が
化
粧
を
し
て
､
近
づ
い
て
-
る
と
､

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

｢
お
茶
を
の
ま
せ
て
-
だ
さ
い
｣

ヽ

金
持
ち
の
息
子
は
ー
も
と
も
と
知
-
合
い
の
仲
で
も
な
し
ー
な

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ん
と
も
こ
た
え
ず
に
い
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
ど
う
し
て
男
の
み
な
-

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

を
し
な
い
の
か
も
知
ら
な
い
｡
そ
の
少
年
が
な
ん
ど
も
近
-
に
よ

っ
て
き
て
は
､

｢
わ
た
し
は
女
の
仕
事
(お
か
ま
)
を
す
る
の
で
す
よ
｣

と
い
う
の
だ
が
､
金
持
ち
の
息
子
､
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
､

ヽ
ヽ
ヽ

｢
お
ま
え
は
ー
女
の
仕
事
を
す
る
つ
て
ー
ま
さ
か
ー
男
の
お
針
子

じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
ね
｣

(八
八
頁

･
傍
鮎
筆
者
)

あ
け
が
らす

落
語
｢
明

烏

｣

の
若
旦
那
登
槙
の
園
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
話
だ
が
､

蔭
問
の
少
年
が
客
に
む
か
つ
て

｢
お
茶
を
の
ま
せ
て
-
だ
さ
い
｣
と
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頼
む

｢
論
吃
茶
｣
の
評
は
､

な
ん
と
も
い
た
だ
け
な
い

｡

客
の
テ
ー

ブ
ル
に
群
が
っ
て
酒
を
せ
び
る
'J'1
-
の
ホ
ス
テ
ス
で
も
あ
る
ま
い
に
o

問
題
の
個
所
を
ー
私
の
調
子
に
直
し
で
謂
す
と
ー
い
ち
お
う
次
の
よ

う
に
な
る
｡

-
-
｡
と
ー

一
人
の
美
し
い
若
衆
が
ー
遺
士
の
な
-
を
し
て
進

み
出
る
と
､
お
茶
を
ど
う
ぞ
と
す
す
め
る
｡
金
持
ち
の
若
旦
那
は
ー

も
と
も
と
知
っ
た
仲
で
も
な
い
か
ら
ー
し
か
と
相
手
に
も
な
ら
ず
､

こ
れ
が
蔭
間
を
や
ろ
う
と
は
知
-
も
せ
ぬ
｡
そ
の
若
衆
､
再
三
に

じ
-
寄
っ
て
､

｢
わ
た
-
L
t
男
で
女
の
わ
ざ
を
い
た
し
ま
す
｣

若
旦
那
ー
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
､

｢
お
ま
え
は
男
で
女
の
わ
ざ
を
す
る
つ
て
､
じ
ゃ
あ
お
針
子
な
の

か
い
｡｣

紙
幅
の
都
合
で
､
い
ち
い
ち
全
文
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
か
ら
ー
以
下
し
ば
ら
-
問
題
の
個
所
だ
け
を
引
-
こ
と
に
す

る
｡
准
折
寧
銭

(月
謝
の
割
引
き
)
と
い
う
話

(三
四
頁
)､
家
庭
教
師

の
誤
読
の
多
さ
に
業
を
に
や
し
た
主
人
が
､

一
字
誤
る
た
び
に

一
月

分
の
謝
絶
を
差
し
引
-
こ
と
に
し
た
｡
年
末
に
な
っ
て
勘
定
し
て
み

る
と
ー
二
か
月
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
､
そ
の
旨
告
げ
る
と
先

ヽ

ヽ

生
仰
天
し
て
､

｢
是
何
言
興
､
是
何
言
興
｣
と
慨
嘆
し
て
､
い
っ
ぺ

ん
に
二
字
の
ま
ち
が
い
を
犯
す
｡

主
人
揖
之
日
､
且
得
雨
天
少
欠
｡
謂
其
以
南
介
言
輿
字
､
皆
作

興
字
讃
也
｡

あ
る
じ
､
か
る
-
お
じ
ぎ
し
て
ー

｢
の
こ
-
の
二
夕
月
分
も
な
-
な
-
ま
し
た
｡
と
い
う
の
は
､
ふ

た
つ
と
も
輿

(な
に
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
)
と
よ
む
べ
き
字
を
ー
興

と
い
う
字
に
よ
ま
れ
た
か
ら
で
す
｣

主
人
の
こ
と
ば
は
ー

｢
且
得
雨
ー
克
少
欠
｣
と
講
を
入
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
｡
欠
は
､
二
字
に
伸
ば
せ
ば
欠
賑
つ
ま
-
借
金
の
意
味
で
､

六
字

の
意

は
､

｢
さ
て
二
か
月
分
も
い
た
だ
き
1
倍
-
は
さ
つ
ば
-

と
な
し
だ
よ
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
O
さ
て
､
次
の
謂
か
ら
也
ま
で

の
文
は
､
お
そ
ら
-
主
人
の
こ
と
ば
で
は
な
-
1
著
者
が
読
者
に
向

け
て
施
し
た
説
明
ー
い
い
か
え
れ
ば
種
明
か
し
の
部
分
で
あ
る
D
だ

い
い
ち

｢
謂
-
-
也
｣
と
い
う
構
文
が
す
で
に
解
説
の
た
め
の
文
鰹

で
あ
-
､
さ
ら
に
笑
話
と
し
て
の
お
か
し
み
か
ら
い
う
な
ら
､
主
人

が
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
行
為
に
注
樺
を
加
え
た
の
で
は
､
笑
い
は
ひ
ど
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く
ふ
や
け
た
も
の
に
な
っ
て
L
等

っ
｡
先
生
の
誤
-
に
間
髪
を
入
れ

ず

､

｢
且
得
両
､
元
少
欠
｣
と
早
い
テ
ン
ポ
の
脅
話
で
た
た
み
こ
ん

で
､
あ
と
は
諌
者
に
種
明
か
し
を
し
て
み
せ
る
ー
そ
こ
に
こ
の
話
の

機
知
が
あ
る
の
だ
｡
句
読
の
誤
-
に
よ
っ
て
ー
意
味
が
不
明
瞭
に
な

っ
て
い
る
話
は
こ
の
他
に
も
か
な
-
あ
る
｡

一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
る

と
､
動
風
酒
令

(｢動
風
｣
の
酒
令
二
二
七
頁
)
の
句
講
は
ー

｢
若
蓮
波

稜
都
是
貿
責
了
､
波
稜
薯
蓮
在
｣
と
な
っ
て
い
る
が
ー
こ
れ
で
は
責

と
在
で
韻
を
踏
ん
で
い
る
意
味
が
な
-
な
る
わ
け
で
､
正
し
-
は

｢
若
蓮
波
稜
都
是
膏
ー
責
了
波
稜
若
蓮
在
｣
と
せ
ね
は
な
ら
ぬ
｡
句

鮎
と
講
鮎
の
区
別
の
あ
い
ま
い
さ
に
至
っ
て
は
､
さ
ら
に
そ
の
教
が

多
い
が
､
あ
ま
-
煩
境
に
わ
た
る
の
で
こ
こ
で
は
論
を
控
え
る
｡

次
は
謹
弄
両
家

(な
こ
う
ど
ロ
)
の
話

(九
一
頁
)

｡
せ
む
し
の
男
と

み
つ
く
ち
の
娘
を
縁
組
み
さ
せ
よ
う
と
す
る
仲
人
が
あ
っ
て
-

一
日
媒
人
謂
男
家
日
､
女
子
甚
好
o
只
是
有
些
口
破
｡
其
人
目
､

口
破
不
適
好
胡
言
乳
語
｡
我
家
無
醜
悪
事
｡
儀
教
口
破
｡

あ
る
日
､
仲
人
が
男
に
､

｢
と
て
も
い
い
娘
が
い
る
ん
だ
｡
た
だ
､
ち
ょ
っ
と
ロ
が
わ
る
い

が
ね
｣

書

評

｢
口
が
わ
る
い
っ
て
､
で
も
､
思
い
の
ま
ま
､
出
ま
か
せ
を
い
う

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

だ
け
だ
か
ら
な
｡
わ
た
し
の
家
も
え
げ
つ
な
い
こ
と
は
し
な
い
が
'

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

口
は
わ
る
い
よ
｣

(傍
鮎
筆
者
)

｢
ロ
が
わ
る
い
｣
に
肉
鰹
的
歓
階
を
含
ま
せ
た
手
ぎ
わ
は
上
上
と

し
て
も
ー

｢
我
家
｣
以
下
の
讃
文
は
全
-
意
味
を
な
さ
な
い
｡

｢
俵

教
｣
の
二
字
は
､
漢
文
訓
講
の
調
子
な
ら

｢
さ
も
あ
ら
は
あ
れ
｣
と

読
む
と
こ
ろ
で
あ
-
､
か
-
て
詳
文
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ

ろ

う
｡

｢
わ
た
し
の
家
に
う
し
ろ
暗
い
こ
と
は
な
い
か
ら
､
せ
い
ぜ

い
悪
口
を
叩
い
た
ら
い
い
さ
｡｣
な
お
念
の
た
め
注
文
を
つ
け
れ
ば
､

仲
人

(妓
人
)

と
は
ー
我
々
の
風
俗
に
生
き
て
い
る
月
下
氷
人
で
は

な
く
ー
白
話
小
説
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
例
の
海
千
山
千
の
ば
あ
さ

ん
を
連
想
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
､

一
言
注
記
し
て
時
代
背
景
を
知
る

手
引
き
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡

田
秀
才
噺
姑
詩

(け
ち
な
お
ば
)
の
話

(
一
二
六
頁
)
で
は
､
三
十

数
年
ぶ
-
に
訪
問
し
た
お
ば
が
あ
ま
-
に
も
け
ち
ん
ぼ
う
な
の
で
ー

怒
っ
た
秀
才
が
非
難
の
詩
を
叩
き
つ
け
席
を
け
つ
て
去
る
と
い
う
筋

書
き
で
あ
る
｡
お
ば
の
寄
寓
ぶ
-
と
き
た
ら
､
飯
の
お
か
ず
に
魚

一

匹
な
く
､
い
け
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
こ
う
い
う
始
末
だ
｡

｢
莫
怪
地
中
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克
魚
｣
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
諸
の

｢
池
に
魚
も
い
な
い
の
か
､
な
ど
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

思
わ
な
い
で
ね
｣
(傍
郡
筆
者
)
は
'
ど
う
み
て
も
語
学
的
な
誤
-
で

あ
る
｡

｢
莫
怪
｣
は
ー
や
は
り

｢
無
怪
｣
と
同
じ
-
ー

｢
～
も
無
理

は
な
い
｣
の
意
と
し
て
謂
出
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
あ
と

秀
才
の
書
き
つ
け
た
七
律
の
中
に
､

｢下
飯
遺
構
地
腹
魚
｣
(食
事
を

出
せ
ば
池
に
魚
な
し
と
い
う
)
の

1
句
が
あ
る
こ
と
を
思
う
と
､

原
諸

は
い
っ
そ
う
状
況
に
適
合
し
に
-
か
ろ
-
｡
ま
た
詩
の
最
後
の
二
句

｢
柳
吟
八
句
相
辞
去
｡
這
棟
親
姑
何
似
無
｡｣
の
評
は
ー
｢
や
お
ら
吟

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

じ
終
る
と
ー
す
た
す
た
と
出
て
い
っ
た
｡
こ
ん
な
お
ば
は
い
な
い
の

も
同
然
だ
｡｣

(傍
瓢
筆
者
)
と
な
っ
て
い
て
､

詩
の
Jl
部
と
し
て
で

な
-
地
の
文
と
し
て
謬
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
抱

く

(七
･
八
句
の
切
れ
目
が
讃
鮎
で
な
-
'
旬
鮎
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注

ヽ
ヽ
ヽ

意
)｡
｢柳
か
八
句
を
吟
じ
て
相
い
辞
し
去
ら
ん
｣

-

秀
才
の
決
然

た
る
意
志
を
こ
こ
で
表
出
し
な
い
限
-
1
笑
い
は
完
結
し
な
い
の
だ
｡

こ
の
類
の
誤
解
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
が
ー
長
-
な
る
の
で
こ
の
遠
で
打

ち
切
-
と
す
る
｡

こ
の
あ
た
-
で
ー
少
し
性
質
の
こ
と
な
っ
た
笑
い
の
喪
失
を
と
-

あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

蘇
武
寄
書

(蘇
武
の
手
紙
)

昔
漢
武
帝
輿
東
方
朔
同
在
上
林
苑
｡
忽
見
群
嘱
遠
来
｡
初
排
成

天
字
､
又
韓
成
下
字
｡
未
幾
又
輯
成

一
字
｡
又
成
人
字
｡
飛
来
漸

近
｡
武
帝
取
弓
射
之
0

1
贋
鷹
弦
､
白
壁
而
落
O
取
而
租
之
､
乃

有
蘇
武
自
北
地
寄
書
ー
係
在
脚
上
｡
東
方
朔
笑
日
､
此
烏
合
寄
書
､

所
以
暁
得
寓
字
｡

む
か
し
､
漢
の
武
帝
と
東
方
朔
が
上
林
苑
に
い
る
と
ー
た
-
さ

ん
の
雁
が
は
る
か
む
こ
-
か
ら
や
つ
て
-
る
の
が
見
え
る
｡

は
じ
め
な
ら
ん
だ
ら
ー
天
と
い
う
文
字
に
な
-
､
つ
ぎ
に
は
下

と
い
う
文
字
に
か
わ
-
1
し
ば
ら
-
も
な
く
ま
た

l
字
､
+
J
ん
ど

は
人
と
い
う
文
字
に
な
っ
た
｡

だ
ん
だ
ん
近
-
と
ん
で
き
た
の
で
､
武
帝
は
弓
を
と
っ
て
射
か

け
る
と
､

一
羽
の
雁
が
た
ち
ま
ち
矢
に
あ
た
-
お
ち
て
き
た
.
と

っ
て
み
る
と
､
蘇
武
が
北
方
の
地
か
ら
よ
せ
た
手
紙
が
む
す
ぴ
つ

け
て
あ
っ
た
｡
東
方
朔
､
笑
っ
て
ー

'･<･t

｢
こ
の
鳥
は
つ
け

文

を

知
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
字
も
か
け
る
ん

だ

な

｣

(
八
六
頁
)

私

は

こ

れ
を
誤
謬
だ
と
い
う
つ
も
-
は
な
い
O
し
か
し
評
者
が
感
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じ
と
ら
れ
た
こ
の
話
の
お
か
し
み
ー
つ
ま
-
雁
が

｢
つ
け
文
｣
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
ー
ど
-
も
話
の
作
者
の
意
圏
と
は
ズ
レ
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

あ
ら
た
ま
の
年
の
は
じ
め
の
一幅
毒
草
疎
と
い
ふ
字
は
そ
の
中
に
あ

ど

-
｡
萄
山
人
の
戯

れ
歌
を
気
取
っ
て
い
う
な
ら
ー
話
の
謎
を
と
-
鍾

も
ま
た
そ
の
中
に
あ
る
｡
雁
の
群
れ
が
描
い
た
四
文
字
を
排
列
す
る

と
､

｢
天
下

一
人
｣
と
な
る
｡
こ
の
四
文
字
'
ゆ
め
ゆ
る
が
せ
に
す

べ
き
で
は
な
い
｡

｢
天
下

一
人
｣
が
皇
帝
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
こ

と
､
た
と
え
ば

『
蔭
記
』
玉
藻
に
､

『自
ら
天
子
を
稀
し
て
予

l
人

と
日
う
｣
と
あ
-
､
ま
た

『尚
書
』
太
甲
下
の

｢
一
人
元
良
､
寓
邦

以
貞
｣
の
疏
に
は
､

｢
天
子
を
謂
い
て

l
人
と
為
す
者
は
､
其
の
義

こ

に
二
有
-
o

l
は
則
ち
天
子
自
ら

l
人
と
解
す
ー
是
れ
謙
辞
と
為
す
o

己
れ
は
走
れ
人
中
の
一
の
み
な
る
を
言
う
｡

一
は
則
ち
臣
下
の
天
子

ヽ
ヽ

た

ヽ
ヽ

を
謂
い
て

一
人
と
為
す
､
走
れ
争
覇
と
為
す
｡
天
下
に
惟
だ

1人
の

み
な
る
を
言
-
｣
と
あ
る
｡
す
な
わ
ち
知
る
､
雁
の
群
れ
は
蘇
武
に

託
さ
れ
た
手
紙
が
武
帝
あ
て
で
あ
る
こ
と
を
､
空
中
に
文
字
を
描
い

て
知
ら
せ
て
い
た
わ
け
な
の
だ
｡

と
わ
か
れ
ば
ー

蘇
武
が
武
帝
に

ヽ
ヽ

｢
つ
け
文
｣
を
す
る
と
い
う
の
も
襲
だ
ろ
う
｡
｢蘇
武
自
北
地
寄
書
｣

書

評

ヽ
ヽ

と

｢此
鳥
骨
寄
書
｣
の

｢
寄
書
｣
は
ー
同
質
の
語
と
し
て
さ
し
つ
か

え
あ
る
ま
い
｡
ま
た
鳥

n
ia
o
の
語
に
､
男
根
を
意
味
す
る

diao

が
か
け
て
あ
る
と
す
る
注
も
､
こ
の
場
合
は
穿
ち
す
ぎ
で
あ
る

｡笑

話
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
何
も
常
に
卑
扱
き
を
隣
合
わ
せ
に
置
い
て
考

え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
｡

解
杜
詩
噺
妓

(杜
博
の
詩
の
い
み
)
と
い
う
話
(
一
八
九
頁
)
も
､
古

典
の
教
義
を
必
要
と
す
る
鮎
で
蘇
武
の
話
に
一
脈
通
ず
る
厄
介
な
内

容
で
あ
る
｡
あ
る
人
が
育
横
に
遊
ん
だ
が
ー
遊
女
の
も
て
な
し
の
悪

さ
に
憤
慨
し
､
杜
甫
の

｢
蛍
火
｣
の
詩

一
首
を
壁
に
書
き
つ
け
て
た

ち
去
る
｡
の
ち

一
人
の
秀
才
が
こ
れ
を
見
て
1
-
だ
ん
の
遊
女
に
む

か
い
詩
に
託
さ
れ
た
非
難
を

一
句
ご
と
に
説
き
明
か
し
て
み
せ
る
の

だ
が
､
五
律

｢蛍
火
｣
の
最
初
の
聯
は
-

幸
田
腐
草
出

は
た
る
は
幸

い
に
腐
革
を
た

よ
-
に
生
ま
れ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

敢
近
太
陽
輝

太
陽
に
近
づ

い
て
輝
-
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で

ヽ
ヽ
ヽ

き
よ
う

(傍
鮎
筆
者
)

こ
の
二
句
に
つ
い
て
秀
才
が
つ
け
た
解
秤
は
-

第

一
句
是
置
物
｡
第
二
句
是
愛
日
｡

第

一
句
は
ー
だ
ら
し
な
-
ち
ら
か
つ
て
い
る
こ
と
｡
第
二
句
､
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第
二
十
二
桝

月
を
愛
す
る
こ
と
｡

と
こ
ろ
で
糞
と
い
う
轟
は
､
我
々
に
は

一
種
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

な
連
想
を
伴
-
存
在
か
も
し
れ
な
い
が
ー古
代
中
国
人
の
心
に
は
､腐

草
が
奨
ぶ
て
生
み
出
さ
れ
た
轟
と
い
う
素
性
購
し
き
奇
怪
な
存
在
と

し
て
映
っ
た
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
中
庸
の
鬼

才
李
賀
の
詩
は
､
そ
う
し
た
印
象
を
利
用
し
て
､
異
常
な
雰
囲
気
を

現
出
す
る
教
晃
を
あ
げ
て
い
る
O
だ
か
ら
第

一
句
を
解
い
た
｢
獲
物
｣

も
ー

｢
だ
ら
し
な
-
ち
ら
か
つ
て
い
る
｣
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は

な
く
､
遊
女
の
人
格
そ
の
も
の
を
卑
し
め
た
罵
語

(文
字
づ
ら
か
ら
す

ヽ
ヽ

れ
ば
控
責
と
で
も
い
う
よ
-
な
)
で

な
べ
て
は
な
る
ま
い
｡
朱
鶴
齢
･仇

兆
警
ら
清
人
の
蓉
注
が
､
腐
草
は
腐
刑
の
人
の
比
喰
で
あ
る
と
し
て
､

こ
の
詩
を
匡
官
に
封
す
る
非
難
を
寓
し
た
作
品
と
解
す
る
こ
と
も
思

い
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
さ
て
第
二
句
の
解
揮

｢
愛
日
｣
の
評

ヽ

が

｢
月
を
愛
す
る
こ
と
｣
と
あ
る
の
も
常
を
得
な
い
O
謬
者
も
注
し

て
い
る
通
-
､

｢
敢
近
太
陽
輝
｣
を
､
杜
浦
の
原
詩
で
は

｢
敢
近
太

ヽ

ヽ

陽
飛
｣
に
作
-
1

｢
敢
え
て
太
陽
に
近
づ
き
て
飛
ば
ん
や
｣
と
反
語

に
訓
ず
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
話
の
秀
才
は
ー
こ
の
句

の
意
を

｢
愛
日
｣

(日
を
愛
す
る
)
と
解
し
て
い
る
か
ら
に
は
ー
お
そ

ら
-
反
語
と
し
て
読
ま
ず
､

｢
敢
え
て
太
陽
に
近
づ
き
て
輝
-
｣
あ

ヽ

る
い
は

｢
敢
え
て
太
陽
の
輝
き
に
近
づ
-
｣
と
肯
定
形
に
讃
ん
だ
も

の
に
ち
が
い
な
い
｡

｢
愛
日
｣
と
は
こ
の
場
合

一
種
の
隠
語
な
の
だ

ろ
う
が
ー

｢
太
陽
｣
の
陽
が
男
性
の
象
徴
と
す
れ
ば
､

｢
男
狂
い
｣

と
で
も
い
う
こ
と
か
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
こ
れ
こ
そ
も
つ
と
え
げ

つ
な
い
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

次
に
注
樺
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
み
た
い
｡
先
に
も
い
っ
た
通
-
､

笑
い
を
分
析
的
に
か
み
-
だ
い
て
し
ま
う
こ
と
は
そ
っ
け
な
い
話
だ

が
､
も
の
に
よ
っ
て
は
ー
ほ
ん
の
少
し
有
数
な
解
説
を
加
え
る
だ
け

く
る
わば
な
し

で
笑
い
が
生
き
返

っ
て
-
る
場
合
が
あ
る
O
た
と
え
ば
落
語
の

廓

話

に
は
､
す
で
に
亡
び
て
し
ま
っ
た
遊
廓
を
垣
間
見
た
経
験
の
な
い
者

に
は
ー
理
解
に
苦
し
む
話
が
多
い
が
､
噺
家
が
ほ
ん
の
少
し
ば
か
-

説
明
的
な
ま
-
ら
を
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
客
の
笑
い
を
爆
頚
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
｡
本
書
で
も
時
代
背
景
と
な
っ
た
風
俗
上
の
問
題

に
つ
い
て
は
ー
つ
と
め
て
笑
い
の
手
引
き
と
な
る
説
明
を
施
す
配
慮

が
な
さ
れ
て
お
-
1
そ
れ
は
そ
れ
で
成
功
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
､

こ
こ
で
は
例
に
よ
っ
て
私
の
あ
こ
ぎ
な
注
文
の
万
を
優
先
さ
せ
る
こ

と
に
す
る
｡
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ま
ず
誤
っ
た
注
輝
に
つ
い
て
｡
孟
願
尉
輿
妻
詩
(三
十
年
前
二
十
三
)

の
話
(二
八
頁
)
で
､

｢
西
京
｣
を
注
し
て
ー

｢
唐
代
で
は
ー
洛
陽

･

鳳
和

･
長
安
な
ど
を
さ
し
ー
･･････｣
と
あ
る
O
こ
の
後
に
評
者
も
記

さ
れ
る
通
り
､
末
代
で
は
西
京
と
い
え
ば
確
か
に
洛
陽
を
指
し
た
が
､

唐
代
で
は
長
安
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
南
宗
の
行

在
の
あ
っ
た
鳳
和
を
ぜ
つ
た
い
に

｢
西
京
｣
と
い
わ
な
か
っ
た
と
し

て
は
ゆ
き
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
､
注
と
し
て
は
単
に
長
安
の
別
科

と
し
て
お
い
て
何
ら
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

摩
耶
夫
人

(邦
講
も
同
題
)
の
話

(
l
六
二
頁
)
で
は
､

こ
の
話
の

主
人
公
陳
蕃
の
名
に
注
し
て
､

｢後
漢
書
九
六
ー
陳
書
二
八
に
侍
が

み
え
る
｣
と
あ
る
が
ー
八
百
年
の
長
寿
を
保
っ
た
と
い
う
か
の
彰
租

で
で
も
な
い
限
-
1
後
漢
の
人
が
六
朝
最
後
の
王
朝
で
あ
る
陳
ま
で

ヽ

生
き
て
い
た
は
ず
が
な
い
｡
こ
れ
は
後
漢
の
陳
蕃
な
の
で
あ
っ
て
ー

ヽ

陳
の
諸
王
の
一
人
陳
藩
は
全
-
の
別
人
で
あ
る
O
つ
い
で
に
い
え
ば
､

彼
の
上
奏
文
の
出
所
を

『賀
治
適
鑑
』
や

『漢
紀
』
(後
漠
紀
の
誤
-
)

と
す
る
の
は
ー
不
都
合
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
､
や
は
-
『後
漢
書
』

の
本
俸
を
あ
げ
る
の
が
穏
常
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
な
-
ち

が
な
の
解
説
で
あ
-
､
他
に
も
散
見
す
る
が
以
下
省
略
に
委
ね
る
｡

書

評

今
度
は
､
ぜ
ひ
注
樺
を
施
し
て
ほ
し
か
つ
た
例
を
二
三
取
-
あ
げ

て
み
る
｡
東
城
赦
宗

(東
枝
の
親
戚
二

一
六
頁
)
は
､
蘇
餌
が
自
分
の

ヽ

姓
を
蘇
と
も
燕
と
も
書
-
こ
と
を
と
ら
え
て
客
を
か
ら
か
う
話
だ
が
､

蘇
の
字
は
蒲
に
も
作
る
と
い
う
知
識
は
ー
お
そ
ら
-
現
代
の
読
者

一

般
の
も
の
で
は
な
い
｡

教
兄
封
句

(乞
食
の
子
は
乞
食
二

五
〇
頁
)
は
､
金
持
ち
が
乞
食

の
子
を
育
て
ー
家
庭
教
師
を
つ
け
て
封
句
の
練
習
を
さ
せ
る
が
ー
乞

食
の
素
性
ま
る
だ
し
の
句
を
作
る
と
い
う
お
笑
い
｡
封
句
の
練
習
は
ー

詩
作
の
前
段
階
と
し
て
封
建
時
代
の
知
識
人
に
は
必
須
の
も
の
で
あ

り
､

一
字
の
封
か
ら
は
じ
め
て
､
次
第
に
長
い
句
の
封
を
作
る
練
習

に
及
ん
だ
と
い
う
説
明
は
､
こ
の
際
敏
か
し
て
は
な
る
ま
い
｡

解
開
所
塵

(
ハ
ゲ
頭
･
一
五
九
頁
)
は
､
嫁
が
ー
し
ゆ
う
と
の
は
げ

ひ
よら
た
ん

ヽ

頭
を

所

産

に

見
た
て
た
詩
を
作
-
､
そ
の
意
味
を
解

け
と
い
わ
れ
る

と

､

｢
も
し
解
い
た
ら
た
い
へ
ん
'
ひ
ょ
う
た
ん
が
わ
れ
て
､
ひ
し

や
-
に
な
-
ま
す
も
の
｣
と
逃
げ
る
話
｡
た
だ
し
､
こ
の
朝
産
は
は

げ
頭
の
意
を
寓
す
る
だ
け
で
な
-
､

｢
悶
畜
産
｣

(む
つ
か
し
い
謎
)

の
意
を
同
時
に
か
け
た
も
の
に
ち
が
い
な
-
､

｢
ひ
ょ
う
た
ん
は
解

け
な
い
｣
は
､

｢
こ
の
謎
は
解
け
な
い
｣
の
か
け
こ
と
ば
に
な
っ
て
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第
二
十
二
朋

い
る
｡
こ
れ
も

二
言
説
明
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
｡

最
後
に
ー
類
似
説
話
お
よ
び
江
戸
小
嶋
と
の
関
係
に
つ
い
て
｡
評

者
は
､
各
笑
話
の
あ
と
に
､
他
の
笑
話
本
や
江
戸
小
潮
に
見
ら
れ
る

類
似
の
話
の
題
名
を
､
時
と
し
て
全
文
の
引
用
を
交
え
な
が
ら
､
た

ん
ね
ん
に
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
と
に
江
戸
小
暇
と
の
関
係
が
こ
う
し

た
作
業
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
説
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
ゆ
-
な
ら
､
日
中
笑

い
の
交
流
の
過
程
も
明
ら
か
に
さ
れ
ー
古
典
落
語
の
源
流
究
明
に
も

役
立
つ
は
ず
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
類
似
の
話
と
し
て
認
め
る
原
則
は
､

素
材
の
一
致
と
と
も
に
､
プ

ロ
ッ
ト
の

一
致
な
い
し
は
近
似
と
い
う

か
ん
ど
こ
ろ
が
必
ず
押
え
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
｡
そ
の
鮎

｢
同

一
の
モ

チ
ー
フ
を
も
つ
も
の
は
､
す
べ
て
数
似
説
話
と
し
て
牧
瀬
し
た
｣
と

い
う
評
者
の
原
則
に
は
問
題
が
あ
る
｡

た
と
え
ば
火
居
道
士

(女
房

の
庇
･
五
六
貢
)

の
あ
と
に
は
､

江
戸
小
昭
の
類
似
説
話
と
し
て
ー

｢
庇
に
つ
い
て
は
た
-
さ
ん
あ
る
｣
と
前
置
き
し
て
多
-
の
話
の
名

が
あ
げ
ら
れ
､
息
重
不
留

(ど
け
ち
･
六
九
頁
)
先
生
朝
東
人
詩

(衣

庭
教
師
二

二
八
頁
)
で
は
ー
け
ち
ん
ぼ
を
テ
ー

マ
と
す
る
話
が
列
畢

さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ら
は
お
お
む
ね
尻
や
蕃
葱
と
い
う
素

材
の
l
敦
が
あ
る
だ
け
で
､
プ

ロ
ッ
ト
の

｢
類
似
｣
は
み
ら
れ
な
い
O

尻
や
寄
寓
と
い
え
ば
､
笑
い
の
タ
ネ
と
し
て
横
綱
格
の
存
在
で
あ
-
､

千
種
以
上
も
あ
る
と
い
う
江
戸
の
笑
話
本
か
ら
ー
い
ち
い
ち
こ
れ
ら

に
関
し
た
話
を
あ
げ
て
い
た
ら
ー
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
教
に
上
る

か
見
昔
も
つ
か
ぬ
ほ
ど
だ
し
ー
ま
た
笑
話
の
研
究
に
も
ほ
と
ん
ど
稗

益
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡
謬
者
は
武
藤
顧
夫
氏
の
『
江
戸
小
哨
軒
典
』

(東
京
堂
･
一
九
六
五
年
)
に
刺
激
を
受
け
た
由
で
あ
る
が
､
同
書
の

い
わ
ゆ
る
難
詰
の
選
定
は
､
私
が
先
に
あ
げ
た
二
鮎
を
厳
格
に
貫
い

て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
｡

『
笑
海
珠
叢
』

『笑
苑
千
金
』
二
書
の
古
拙
な
笑
い
は
､
い
ろ
い

ろ
不
満
は
あ
っ
て
も
ー

捨
て
難
い
味
を
持
っ
て
い
る
｡

｢
林
麻
有
-

か
んか
い

と
雄
も
､
管
制
を
棄
つ
る
無
か
れ
｣
と
い
う

『
文
心
離
龍
』
請
謁
篇

の
こ
と
ば
を
ー
私
は
そ
の
ま
ま
二
書
の
許
債
に
星
し
て
も
よ
い
〇
三

人
の
謬
者
が
そ
の
笑
い
と
誠
寛
に
取
-
組
ま
れ
た
努
力
に
封
し
て
ー

私
は
好
感
を
抱
-
し
'
ま
た
心
か
ら
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
｡
だ

が
あ
え
て
も
-

一
言
妄
言
を
吐
-
な
ら
ー
あ
と
が
き
な
ど
か
ら
み
て

も
､
諾
者
の
興
味
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
語
学
的
な
面
に
懐
き
､
民

衆
か
ら
生
ま
れ
た
笑
い
を
も
う

一
度
民
衆
に
か
え
し
て
ゆ
こ
う
と
す

る
熱
意
は
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡
巻
末
の
詳
細
な
語
粂
索
引
は
､
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･
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て

一
定
の
債
値
を
有
す
る
成
果

で
あ
る
と
同
時
に
､笑
い
の
享
受
者
で
あ
る
民
衆
に
は
､
い
さ
さ
か
と

-
す
ま
し
た
ご
大
家
の
令
嬢
の
よ
-
な
印
象
を
輿
え
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
｡
こ
れ
は
評
者
に
封
す
る
批
判
と
い
う
よ
-
､
む
し
ろ
私
を

含
め
た
研
究
者
の
自
戒
と
い
う
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
｡

｢
ム
ム
笑
話

か
ー
笑
話
は
漢
が
面
白
い
｡
-
-
イ
ヤ
ど
う
も
漢
は
違
っ
た
も
の
だ

て
｡

あ
の
趣
向
を
き
ゃ
つ
等
に
教

へ
て
や
-
た
い
｡｣

し
た
-
顔
す

こう
ふん

る

『浮
世
床
』
の
孔
糞
先
生
は
､
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
他
人
ご
と

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

注

『通
俗
編
』
の
引
-

『老
草
庵
筆
記
』
に
よ
れ
ば
､
女
性
が
婚
約
す
る

こ
と
を
吃
茶
と
い
う
由
で
あ
る
｡
蔭
間
の
｢請
吃
茶
｣
と
い
う
こ
と
ば

は
､
あ
る
い
は
性
倒
錯
的
な
お
か
し
み
を
含
む
の
か
も
し
れ
な
い
｡

(愛
知
教
育
大
学

興
謄

宏
)
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