
雑
、

鎌

ク
ロ
ツ
ヱ
の
實
践
雷
雲

尾
　
生
　
光
　
三
　
郎
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聞

　
無
上
命
法
の
峻
簾
侵
し
難
き
道
徳
法
を
樹
て
』
、
以
後

倫
理
學
を
研
究
す
る
者
は
到
底
之
の
範
園
外
に
出
つ
る
を

得
ず
と
迄
に
後
の
者
を
し
て
讃
嘆
せ
し
め
た
る
カ
ン
ト

が
、
第
二
批
興
辮
謹
法
に
於
て
捌
約
な
き
至
高
善
を
要
求

し
ミ
れ
を
竜
っ
て
至
高
の
徳
が
至
高
の
幸
顧
と
各
致
し
カ

る
櫃
態
な
ら
と
な
し
、
然
も
此
の
損
徳
一
致
は
現
在
の
世

田
介
に
於
て
は
戚
性
妨
害
の
故
を
竜
っ
て
望
む
べ
か
ら
ず
こ

れ
を
二
世
に
求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
し
て
霊
魂
の
不
滅
並

に
紳
の
存
在
の
二
公
準
を
澱
い
て
ま
で
も
編
徳
の
一
致
を

願
つ
カ
こ
と
や
、
叉
ヵ
ン
墾
に
依
っ
て
再
び
立
つ
こ
と
を

　
　
　
　
　
難
　
　
　
録

得
ざ
る
に
非
ず
や
と
疑
は
る
＼
程
根
概
的
に
批
評
し
鑑
さ

れ
カ
る
快
樂
説
、
幸
織
読
が
彼
の
後
に
竜
王
存
績
し
て
み

る
こ
と
、
即
ち
、
幸
旛
を
求
む
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
み

る
功
利
主
義
が
、
　
一
切
の
幸
織
的
要
素
を
除
い
て
純
粋
の

本
務
の
念
の
み
に
よ
っ
て
吾
人
の
行
爲
を
決
定
せ
ん
と
す

る
カ
ン
ト
の
所
謂
嚴
粛
主
義
か
ら
芙
除
を
駆
れ
た
ば
か
う

で
な
く
、
實
用
主
義
を
初
め
人
本
主
義
等
の
功
利
主
嚢
的

色
彩
の
濃
厚
な
る
學
説
が
近
時
稀
々
高
唱
せ
ら
る
＼
に
到

つ
カ
こ
》
｝
等
を
底
心
へ
ば
轟
董
職
的
情
好
素
叉
は
、
人
生
に
有
利

で
あ
る
と
か
不
利
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
如
何
に
入
生
に

深
き
根
概
を
有
し
て
み
る
か
が
窺
は
祭
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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功
利
主
義
と
巌
粛
主
義
と
の
面
立
沁
る
や
必
ず
し
も
近

世
に
紐
ま
う
漏
る
に
非
ず
、
勿
論
そ
の
説
く
慮
精
粗
の
別

あ
う
津
名
辮
の
相
違
は
有
れ
ど
穂
蒔
の
時
代
に
も
存
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
話
者
の
調
和
を
劃
つ
π
考
竜
多

々
出
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
面
面
を
冠
つ
だ
功

利
主
義
で
あ
ウ
、
叉
或
少
数
の
者
は
軟
化
し
π
嚴
粛
主
義

で
あ
っ
て
共
に
深
く
論
者
に
徹
底
し
て
翼
の
調
和
を
見
出

し
た
竜
の
で
な
い
、
二
者
を
如
何
に
展
開
調
和
し
て
行
け

る
だ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
は
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
と

思
ふ
。
今
此
方
面
の
一
つ
の
試
と
し
て
ベ
ネ
デ
ッ
ト
1
多

ロ
ツ
ェ
（
団
。
渉
Φ
山
。
暮
0
9
0
8
H
G
O
⑪
O
）
の
實
践
哲
學
を
以
下

に
紹
介
し
て
見
や
ふ
。
へ
｝
ゲ
ル
の
影
響
を
受
け
た
人
で

「
精
瀞
哲
學
」
と
総
諭
し
て
み
る
氏
の
奇
巖
膿
系
を
蓮
べ
た

三
つ
の
主
な
る
著
書
が
あ
る
、
一
、
美
學
、
二
、
論
理
學
、
三
、

實
践
魯
魚
罷
れ
で
あ
る
。

　
ク
η
ツ
萬
の
心
墨
は
内
在
的
観
念
論
と
込
言
ふ
べ
ぎ
も

の
で
あ
っ
て
、
．
精
紳
を
竜
っ
て
唯
一
の
實
在
性
を
備
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

る
も
の
と
認
め
て
み
る
、
然
し
て
此
の
實
在
は
絶
封
酌
な

不
礎
の
理
性
で
は
な
く
、
聴
聞
の
経
過
に
蓮
れ
て
自
ら
の

可
能
性
を
登
識
せ
し
め
て
行
く
普
汎
的
生
命
で
あ
る
。
こ

の
概
念
論
は
進
化
の
言
葉
を
菟
っ
て
表
は
す
こ
と
が
出
來

る
。
何
故
な
ら
ば
實
在
は
無
限
の
可
能
性
が
無
限
の
現
實

へ
絶
え
ず
轄
化
せ
ら
る
＼
襲
展
の
過
程
で
あ
う
、
精
紳
活

動
に
於
け
る
統
一
は
強
磁
を
征
服
す
る
ε
に
よ
ウ
て
得
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
統
一
は
更
に
よ
う
高
等
な
る
よ

う
完
全
な
る
秘
話
を
得
る
重
め
に
分
解
す
る
竜
の
で
あ
っ

て
進
化
し
て
留
懐
る
庭
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

塩
蔵
的
進
化
は
人
の
實
蹟
的
生
活
の
基
礎
、
根
糧
で
あ
る

言
意
の
活
動
に
依
っ
て
逡
憾
な
く
登
乱
せ
れ
る
の
で
あ

る
、
即
ち
人
は
實
践
的
活
動
に
依
っ
て
世
界
を
礎
化
改
造

す
る
竜
の
で
あ
る
、
實
践
的
活
動
の
外
に
、
そ
れ
と
相
列

ん
で
理
論
的
活
動
が
有
っ
て
、
こ
の
働
き
を
借
う
て
人
は

世
界
を
認
識
し
得
る
の
で
あ
6
。

　
青
鷺
に
は
響
く
の
如
く
理
論
的
並
に
實
践
的
の
二
活
動
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が
有
っ
て
、
此
以
外
に
活
動
な
る
竜
の
な
し
。
若
し
有
う

と
す
る
な
ら
ば
そ
は
以
外
の
二
活
動
の
錯
襲
せ
る
を
見
誤

つ
π
竜
の
で
あ
る
。
二
つ
の
活
動
に
は
各
々
二
つ
の
形
式

が
あ
る
、
理
論
的
活
動
に
は
直
畳
的
個
人
的
形
式
と
知
的

形
式
帥
普
面
的
知
識
の
形
式
が
あ
る
。
前
者
を
取
う
扱
ふ

學
問
が
群
議
で
あ
っ
て
後
者
を
研
究
す
る
の
が
論
理
學
で

あ
る
。
（
乙
の
二
者
に
回
し
て
そ
れ
Z
マ
前
掲
の
美
學
論
理

學
の
晶
群
書
が
順
次
に
出
版
せ
ら
れ
て
る
る
）
實
践
的
活

動
に
は
、
経
濟
學
的
若
し
く
は
功
利
主
義
的
形
式
と
倫
理

學
的
叉
は
遁
徳
的
形
式
と
が
あ
っ
て
、
前
者
を
封
象
と
す

る
學
問
が
纒
黒
眼
で
、
後
者
を
論
題
と
す
る
も
の
が
倫
理

學
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
學
問
を
併
せ
て
「
難
事
暫
學
」
と

呼
ん
で
み
る
。
斯
く
の
如
く
精
血
が
理
論
的
活
動
と
實
践

的
活
動
と
に
別
れ
る
な
ら
ば
、
思
考
と
作
爲
、
智
と
意
の

二
元
を
認
め
て
み
る
か
と
言
ふ
に
左
様
で
も
な
い
、
智
は

作
調
の
智
で
あ
ウ
、
作
爲
は
叉
智
の
作
意
で
あ
っ
て
、
智

と
意
と
は
離
反
し
難
い
竜
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
鍛

　
　
　
　
二

　
「
實
践
哲
學
」
は
精
憩
に
實
践
的
活
動
が
有
る
と
い
ふ
乙

と
の
論
に
初
位
っ
て
み
る
。
吾
人
の
上
洛
の
生
活
を
一
瞥

す
れ
ば
特
別
に
謹
明
す
る
ま
で
竜
な
く
、
實
践
的
活
動
の

一
夜
が
理
論
的
活
動
と
並
び
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
せ
し

む
る
に
充
分
で
あ
る
。
吾
入
は
人
生
申
に
相
互
に
異
な
れ

る
思
考
の
入
と
活
動
の
入
、
一
方
に
詩
入
哲
學
考
、
他
方

實
業
家
、
政
治
家
等
の
言
は
璽
物
，
質
的
に
相
異
な
れ
る
入

人
を
見
る
の
で
あ
る
。
破
等
の
蒸
す
虚
は
彼
等
の
異
な
れ

る
が
如
く
異
な
っ
て
み
る
◎
署
人
は
一
面
に
酷
き
確
信
を

覆
へ
す
べ
き
學
問
上
の
登
見
に
眼
を
見
張
れ
ば
突
如
と
し

て
全
然
異
な
れ
る
種
類
の
光
景
に
驚
か
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
前
者
は
武
器
を
執
っ
て
相
璽
ひ
叉
或
者
は
耐
會
の
組

織
の
蕾
め
に
反
目
し
て
み
る
。
興
味
と
憤
怒
、
希
望
と
畏

怖
徳
と
不
徳
を
恰
も
書
家
が
器
具
を
使
ふ
が
如
く
に
曝
け

出
し
て
細
紐
的
性
質
の
大
幅
を
描
出
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
恰
も
品
等
が
種
の
保
存
の
撮
め
に
入
を
別
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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男
女
と
謝
し
カ
る
が
如
く
活
動
の
上
れ
か
の
形
式
に
專
属

せ
し
む
る
檬
に
人
を
造
う
出
し
π
か
の
観
が
あ
る
。
乍
然

こ
の
實
践
的
形
式
に
の
み
活
動
し
、
理
論
的
形
式
か
ら
離

れ
た
る
生
活
の
様
式
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
存

在
、
こ
の
差
別
は
幼
稚
な
る
、
皮
相
的
な
る
哲
學
的
反
省

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
更
に
深
く
洞
察
す
れ
ば
こ
の
溺

は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
實
践
的
の
み
な
る
入
竜
存
し

な
け
れ
ば
叉
理
論
的
の
み
な
る
人
竜
存
し
な
い
。
理
論
的

の
入
は
や
が
て
實
践
的
の
入
で
あ
る
。
彼
は
生
息
し
、
身

頃
し
、
叉
総
て
の
他
人
と
同
じ
く
作
爲
す
る
も
の
で
あ

る
。
所
謂
實
践
的
の
人
も
や
が
て
理
論
的
の
入
で
あ
る
。

彼
は
考
慮
し
、
確
信
し
、
思
惟
し
、
護
書
し
、
書
樂
其
他

の
藝
術
を
嗜
好
す
る
竜
の
で
あ
る
。
全
然
東
港
的
精
紳
の

み
に
よ
う
て
爲
さ
れ
だ
う
と
思
は
る
㌦
事
業
も
精
細
に
鮎

擁
す
れ
ば
、
極
め
て
複
雑
に
し
て
理
論
的
要
素
に
富
む
も

の
な
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
、
他
方
に
純
粋
に
藝
術
的
叉
は

哲
面
的
精
々
の
登
露
と
想
は
る
＼
竜
の
竜
意
志
の
所
産
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

あ
る
、
如
何
と
な
れ
ば
意
志
な
し
に
は
何
事
竜
爲
さ
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
．
．
ア
ウ
ス
テ
川
ジ
ッ
ツ
の
職
竜
思
慮
の
結

果
で
あ
っ
て
、
デ
ン
テ
の
｛
、
紳
曲
」
毛
脚
意
志
の
作
業
で
は

な
い
か
。
要
す
る
に
理
論
的
な
る
も
の
も
早
筆
的
な
る
も

の
も
個
々
別
々
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
共
に

囁
つ
の
事
實
で
あ
る
。

　
前
部
の
如
く
實
在
に
關
し
二
者
を
も
つ
て
整
然
溺
物
の

如
く
解
す
る
普
逓
の
反
省
の
過
程
が
軍
隊
上
に
は
何
等
の

軍
威
を
竜
有
せ
ぎ
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
共
に
、
心
理

學
珍
客
法
竜
哲
添
上
の
問
題
に
慮
摸
し
て
は
無
力
な
る
こ

と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
心
理
學
的
哲

學
は
如
穂
に
浩
欝
な
る
論
丈
を
も
つ
て
し
て
竜
、
叉
如
何

に
幾
麗
な
る
講
義
に
よ
っ
て
し
て
も
普
通
の
反
省
以
上
に

出
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
否
普
通
の
反
省
に
過
ぎ
な
い
も

の
で
あ
る
。
人
の
活
動
の
限
ウ
無
い
表
現
の
影
像
を
捕
へ

て
、
例
令
、
意
志
や
活
動
を
、
思
考
の
働
き
や
塞
想
力
と

相
並
べ
て
分
類
し
π
と
す
る
に
し
て
も
心
理
的
哲
學
に
於
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て
は
直
ち
に
此
分
類
を
竜
っ
て
實
在
な
蚕
と
見
倣
す
の
で

あ
る
。
乍
然
分
類
は
侮
庭
迄
竜
分
類
で
あ
っ
て
哲
學
的
差

別
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
無
意
味
に
彼
等
を
解

す
る
な
ら
ば
題
に
は
眞
の
實
在
は
存
在
せ
ず
と
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
ね
纂
に
立
ち
到
う
、
精
聯
の
作
用
の
非
回
歴
性

を
叫
ぶ
か
、
或
は
、
そ
の
作
用
は
貧
弱
に
は
鵬
係
を
保
だ

ず
し
て
軍
に
心
的
考
案
と
し
て
存
す
る
こ
と
を
許
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
吾
入
は
斯
く
の
如
き
心
理
學
的
哲
學
の
肯
定
乃

至
は
否
定
に
耳
を
貸
し
て
は
な
ら
澱
。
典
令
實
践
的
活
動

の
存
在
を
肯
定
し
だ
に
し
て
竜
吾
人
は
そ
れ
が
哲
學
的
方

法
に
依
っ
て
立
撃
せ
ら
れ
る
ま
で
は
信
じ
て
は
な
ら
な

い
、
叉
否
定
せ
ら
れ
た
場
合
に
竜
同
様
で
あ
る
。
哲
學
的

方
法
は
維
験
的
事
實
及
そ
の
分
類
か
ら
完
益
に
抽
象
せ
ら

れ
、
心
心
の
眼
を
注
が
ん
が
爲
に
は
意
識
の
奥
底
に
霧
隠

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
の
如
き
方
法
に
糠
う
て
こ
そ

始
め
て
個
々
の
意
識
は
普
雲
離
實
在
の
類
型
と
も
尺
度
と

竜
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
面
的
探
索
の
封
象
は
二
人
と

　
　
　
　
　
難
　
　
　
　
簸

し
て
の
個
人
に
は
非
ず
、
個
入
の
中
に
入
っ
て
は
偲
人
の

意
識
の
墓
底
と
な
る
普
汎
的
意
識
で
あ
る
、
個
人
の
内
心

を
顧
み
る
哲
學
は
其
腱
に
自
己
の
纒
験
的
膚
我
を
求
め
る

の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ー
は
、
ア
ジ
ス
塾
「
と
べ
ジ
ク
チ

オ
言
ネ
と
の
児
童
を
求
め
て
み
る
の
で
は
な
い
、
ス
ピ
ノ

ザ
は
貧
困
に
し
て
病
身
な
る
猫
太
入
を
求
め
て
み
る
竜
の

で
な
い
。
彼
等
は
プ
ラ
ト
ー
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
非
ず
し
て
、

入
で
あ
ら
．
精
榊
で
あ
ム
、
普
汎
的
存
在
な
る
プ
ラ
ト

蓄
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
求
め
て
み
る
の
で
あ
る
。
と
言
っ
て
氏

は
個
々
の
精
聯
個
々
の
意
識
を
言
は
ず
し
て
普
汎
的
精
紳

普
汎
的
意
識
を
言
ひ
、
，
若
妻
を
認
識
せ
ん
が
爲
め
に
は
心

理
學
的
方
法
を
捨
て
＼
朝
事
的
反
省
、
内
心
の
深
き
洞
察

に
擦
ら
ざ
る
。
へ
か
ら
ず
と
し
て
み
る
。

　
斯
く
の
如
き
哲
學
的
反
省
の
光
を
強
っ
て
進
ま
ん
に
、

精
紳
の
實
践
的
活
動
な
る
形
式
が
果
し
て
存
在
す
る
喝
の

か
如
何
か
。
．
、
（
理
論
的
活
動
形
式
の
存
在
は
前
二
著
に
論

ず
る
庭
で
あ
る
）
此
の
存
在
を
否
定
す
る
説
は
次
の
二
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
振
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哲
　
學
　
研
　
究
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七
號

に
観
す
る
の
で
あ
る
、
蔀
ち
、
第
一
「
實
践
的
形
式
は
精

紳
部
活
動
な
ら
ず
し
。
第
二
「
そ
れ
は
精
鞍
掛
活
動
な
る
に

し
て
も
然
か
竜
甑
に
認
め
ら
れ
カ
る
精
赫
の
理
論
的
形
式

よ
ら
如
何
に
し
て
も
颪
坐
す
る
を
得
ず
」
と
の
二
読
外
に

出
つ
る
を
得
な
い
O

　
第
一
読
を
執
る
者
は
曰
く
、
「
吾
人
は
執
意
の
時
及
其
の

實
楼
上
の
登
展
中
に
は
意
志
を
意
識
す
る
を
得
な
い
、
こ

の
意
識
は
人
が
意
志
し
て
後
、
印
ち
執
意
の
作
用
が
磯
展

せ
ら
れ
π
後
に
初
め
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
夫
故
意
志

帥
ち
、
實
践
的
活
動
は
精
聯
の
一
活
動
で
は
無
い
、
無
意

識
で
あ
る
か
ら
其
は
自
然
で
あ
っ
て
精
算
で
は
な
い
、
こ

れ
に
随
ぴ
悟
る
理
論
的
活
動
の
み
が
糀
紳
的
で
あ
る
し
と
。

吾
人
若
し
こ
の
議
論
を
容
れ
る
な
ら
ば
如
何
な
る
精
瀞
の

活
動
竜
精
紳
に
厩
せ
ざ
る
に
到
ら
ん
。
彼
等
は
総
て
の
竜

の
は
無
意
識
な
る
ぺ
け
れ
ば
総
て
自
然
で
あ
る
と
の
結
果

に
到
暑
し
な
け
れ
ば
な
ら
綴
。
實
に
藝
術
家
の
活
動
は
彼

が
眞
に
縄
墨
家
で
あ
る
時
、
即
ち
、
軍
術
的
創
作
と
呼
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

る
㌧
瞬
問
に
在
っ
て
は
無
意
識
で
あ
る
、
後
に
到
っ
て
始

め
て
批
評
家
の
心
、
叉
は
膚
己
貞
ら
の
批
評
家
と
な
つ
だ

藝
術
家
の
心
に
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
叉
實
際
に
藝

術
家
に
就
い
て
無
意
識
で
あ
る
と
屡
々
言
は
れ
て
る
る
。

そ
は
浅
然
力
で
あ
る
、
狂
奔
で
あ
る
、
聯
の
霞
鳳
で
あ
る

と
言
は
れ
る
、
此
の
熱
の
冷
め
始
め
る
に
及
ん
で
意
識
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
學
者
の
場
合
竜
亦
同
様
で
あ
る
。

彼
は
彼
の
思
想
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
唯
、
思
索
す
る

の
み
で
あ
る
。
或
は
或
者
が
恰
も
微
細
菌
が
吾
入
の
身
膿

申
に
螢
養
物
を
振
う
、
蕃
殖
し
、
死
滅
す
る
と
等
し
く
、

彼
の
申
に
考
を
進
め
て
み
る
の
で
あ
る
。
彼
は
共
瞬
問
に

は
無
意
識
で
あ
る
、
自
ら
の
批
評
家
と
な
る
に
及
ん
で
叉

他
の
批
評
家
を
倹
っ
て
初
め
て
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
然
ら
ば
最
後
に
批
評
家
叉
は
歴
更
家
は
少
く
と
も
意

識
し
て
批
詐
、
鋼
断
ず
る
の
で
あ
る
か
と
言
ふ
に
、
此
又

前
者
の
墨
壷
と
同
様
で
あ
る
。
故
に
執
意
若
し
く
は
行
爲

に
際
し
無
意
識
な
る
の
理
由
を
竜
っ
て
精
髄
活
動
に
非
ず



　
と
謹
呈
す
る
な
ら
ば
・
一
つ
と
し
て
電
源
的
活
動
に
厩
す
べ

　
き
竜
の
な
き
に
到
る
。
空
然
こ
の
否
定
だ
る
や
意
識
に
就

　
　
い
て
の
謬
見
に
依
る
も
の
で
あ
る
、
自
螢
的
な
る
こ
と

　
と
、
反
省
的
意
識
と
を
混
同
せ
6
に
起
因
し
て
み
る
。
斯

　
か
る
蒙
昧
に
於
い
て
な
ら
ば
、
菩
入
は
意
志
を
意
識
す
る

　
を
得
ず
。
詩
句
を
も
そ
を
批
評
す
る
隠
を
除
い
て
は
意
識

　
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ら
う
。
乍
然
詩
を
讃
み
、
或
は
作

　
る
入
の
姦
党
其
物
の
中
に
意
識
が
あ
る
。
彼
は
そ
れ
の
美

　
に
就
い
て
、
叉
醜
に
就
い
て
、
又
如
何
に
あ
る
べ
き
で
あ

　
る
か
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
と
言
ふ
事
を
コ
意
識
」
し
て
ゐ

　
る
。
（
既
以
外
に
は
製
表
の
方
法
が
存
し
な
い
）
此
の
意
識

　
は
二
業
的
で
は
な
い
、
さ
れ
ば
と
て
夫
が
爲
．
に
遣
ハ
實
で
無

　
、
い
の
で
は
な
い
。
斯
く
し
て
執
意
表
玉
簾
的
行
爲
に
も
意

　
識
が
あ
る
、
但
、
反
省
的
方
法
で
そ
の
行
爲
を
意
識
す
る

　
　
の
で
は
な
い
が
斯
く
鳳
じ
る
の
で
あ
る
。
幸
及
不
幸
、
安

　
寧
及
不
安
、
満
足
及
悔
恨
、
快
樂
及
苦
痛
の
選
繹
の
瞬
間

服
　
に
磯
展
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
を
し
竜
無
意
識

　
　
　
　
　
　
雑
　
　
　
　
録
　
．

な
ら
と
呼
ぶ
者
あ
ら
ば
吾
人
は
無
意
識
は
意
識
其
物
な
ウ

と
言
は
ぎ
る
べ
か
ら
ず
。
舷
に
於
い
て
實
践
的
活
動
は
意

識
的
に
し
て
精
紳
の
一
形
式
な
う
と
見
る
を
得
。

　
第
二
説
の
論
者
は
前
者
の
如
く
意
志
を
群
言
の
外
に
置

く
者
に
は
非
ざ
れ
ど
、
精
紳
的
活
動
の
理
論
的
形
式
と
實

践
的
形
式
と
の
溺
を
認
め
ず
、
意
志
を
も
つ
て
思
想
な
う

と
す
る
者
で
あ
る
。
意
志
は
叡
智
其
物
で
あ
参
、
意
志
す

と
は
知
る
こ
と
で
あ
う
、
費
践
的
に
良
く
行
は
れ
鬼
る
行

爲
が
鼠
ハ
理
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
疑
れ
に
封
し

て
著
人
は
意
志
及
工
芸
的
活
動
が
知
識
と
は
全
く
性
質
を

異
に
せ
る
こ
と
を
想
ひ
起
さ
ね
ば
な
ら
綴
、
智
の
光
は
，
冷

か
に
意
志
は
暑
し
。
若
し
意
志
が
働
か
な
か
つ
π
な
ら

ば
、
総
て
の
説
は
岬
如
何
に
稔
讃
、
す
べ
き
竜
の
で
あ
っ
て

も
、
何
塵
迄
も
議
論
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
意
志
の
訓

育
は
理
論
や
定
義
に
櫨
ら
ず
、
意
志
そ
の
者
の
訓
練
に
よ

っ
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
推
理
や
知
識
は
絡
局
的
決
定
・

的
要
素
を
構
嘉
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七

守
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三

　
精
紳
活
動
を
智
情
意
に
別
つ
説
、
三
能
力
説
が
一
般
に

行
は
れ
て
る
る
の
で
あ
ウ
、
今
智
と
意
の
作
用
が
精
勤
活

動
の
二
形
式
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば

鼻
聾
の
働
き
は
精
…
淋
哲
學
で
は
如
何
か
と
云
ふ
に
、
容
れ

ら
れ
な
い
。
一
般
に
滅
情
の
作
用
と
呼
ん
で
み
る
者
は
理

論
的
並
に
實
践
的
活
動
に
還
元
し
得
る
竜
の
で
あ
っ
て
、

何
等
特
殊
の
形
式
で
な
い
。
精
聯
望
事
田
野
は
磯
現
に
し

て
、
想
像
知
識
、
及
知
壁
、
即
ち
理
論
的
の
行
爲
乃
至
は

功
利
主
義
卑
屈
は
道
徳
的
行
爲
に
選
元
し
得
な
い
竜
の
は

な
い
。

　
精
紳
の
喉
二
つ
の
活
動
形
式
相
互
間
の
二
塁
に
就
の
て

は
「
先
づ
第
繍
に
實
践
的
活
動
は
理
論
的
活
動
を
豫
翻
す

と
の
措
定
を
確
窪
し
な
け
れ
ば
な
ら
滋
、
意
は
智
な
し
に

は
不
可
能
で
あ
る
」
と
言
っ
て
居
る
。
智
の
意
に
先
行
す

る
を
認
め
た
う
と
錐
、
此
れ
を
竜
っ
て
、
意
志
を
引
き
射

つ
力
理
論
的
の
人
、
理
論
的
要
素
が
考
へ
得
と
爲
す
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

は
な
い
σ
こ
れ
は
眞
實
な
ら
ざ
る
抽
象
で
あ
っ
て
、
眞
の

抽
象
、
即
ち
、
普
汎
的
具
象
を
取
う
扱
ふ
哲
學
上
に
は
登

然
許
し
難
い
。
齢
糟
紳
の
此
等
の
形
式
は
差
異
は
有
れ
ど
別

個
の
竜
の
で
は
な
い
。
野
蚕
が
若
し
そ
の
形
式
申
の
一
つ

に
現
は
れ
た
時
に
は
、
或
は
そ
の
申
に
顯
現
せ
ら
れ
控
時

に
は
、
他
の
形
式
竜
そ
の
申
に
存
し
て
み
る
、
但
、
潜
在

し
て
み
る
、
或
は
、
共
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
純
粋
に

理
論
的
た
ら
ん
が
爲
に
も
或
程
度
譲
で
實
践
的
で
あ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
純
輝
想
像
、
純
粋
思
索
の
勢
力
は

執
意
の
魑
幹
か
ら
湧
出
す
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
活
動
が

實
践
的
活
動
に
依
鷹
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
主
張
す
る

説
、
實
規
主
義
の
主
張
は
、
吾
人
か
認
め
た
る
精
融
能
力

の
こ
の
一
致
の
謹
勝
叉
は
認
識
的
衷
心
の
健
登
を
劃
る
に

は
、
執
意
力
の
賢
く
べ
か
ら
ざ
る
竜
の
な
る
乙
と
を
讃
明

す
る
爲
に
の
み
債
心
あ
る
も
の
な
う
。
さ
れ
ど
思
考
作
用

を
意
志
に
て
補
助
す
る
こ
と
㌧
、
思
考
作
用
を
意
志
に
て

置
換
す
る
の
と
は
細
事
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
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ぬ
。
思
考
作
用
を
意
志
に
て
置
換
せ
ん
と
圭
織
す
る
は
、

頓
て
、
補
助
を
受
睡
る
者
の
否
定
と
同
義
に
了
る
の
で
あ

る
。

　
實
践
的
活
動
は
理
論
酌
活
動
を
豫
期
し
て
み
る
。
知
識

は
執
意
細
行
爲
の
必
要
的
先
行
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
蓮

に
理
論
的
活
動
は
實
践
的
活
動
を
船
脚
し
て
み
る
。
意
志

は
知
識
の
必
然
的
先
行
者
で
あ
る
と
の
反
魂
の
措
定
を
置

か
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
何
故
な
ら
ば
實
践
的
活
動
は
直
ち

に
實
在
其
物
で
あ
っ
て
、
意
志
藩
邸
以
外
に
は
他
の
如
何

な
る
實
在
も
考
へ
得
ら
れ
な
い
か
ら
こ
の
反
野
の
措
定
を

容
る
㌧
の
定
義
無
き
に
到
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
二
活
動

は
互
に
豫
重
し
合
っ
て
居
る
の
で
、
互
に
循
環
關
係
を
尽

し
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
從
來
實
践
的
活
動
に
就
い
て
は
全
般
と
し
て
見
た
る
迄

で
、
其
活
動
の
内
に
竜
異
な
れ
る
形
式
が
存
す
る
か
否
か

を
論
じ
カ
の
で
な
く
、
唯
、
一
般
に
其
の
存
否
、
及
櫓
脚
他

　
　
　
　
　
難
　
　
　
録

の
憂
事
活
動
の
形
式
と
の
關
係
を
見
π
の
で
あ
る
が
、
理

論
的
活
動
に
直
畳
的
、
個
人
的
並
に
智
的
の
二
形
式
が
有

る
様
に
、
實
践
的
活
動
に
込
異
な
れ
る
二
形
式
の
あ
る
を

論
じ
た
の
が
本
書
の
第
二
篇
で
あ
る
。
一
は
功
利
主
義
的

又
は
経
濟
的
他
は
道
徳
的
又
は
倫
理
學
的
形
式
で
あ
る
。

経
濟
的
活
動
と
は
人
が
己
の
慮
す
る
事
情
に
の
み
適
態
す

る
が
如
く
に
執
意
し
、
行
爲
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
倫
理

學
的
活
動
と
は
、
此
等
の
事
惰
に
適
便
す
る
も
の
で
あ
る

が
然
か
も
且
此
等
を
超
越
せ
る
如
上
に
關
蔑
し
て
み
る
こ

と
で
あ
る
。
第
一
の
者
に
は
個
人
的
昌
的
と
呼
ば
る
㌦

者
、
第
二
に
は
普
汎
目
的
が
甥
鷹
し
て
み
る
。
一
は
夫
れ

唐
ら
に
取
う
容
れ
た
る
行
爲
に
多
少
と
竜
執
着
を
有
す
る

到
断
を
與
へ
、
他
は
個
入
を
超
越
す
る
普
面
的
目
的
に
罫

し
て
多
少
と
も
に
關
係
を
有
す
る
到
噺
を
下
す
竜
の
で
あ

る
。　

言
入
若
し
道
徳
的
活
動
形
式
の
み
を
執
る
な
ら
ば
、
直

ち
に
其
と
は
相
異
な
れ
る
他
の
者
が
引
き
去
ら
れ
π
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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に
氣
が
付
く
の
で
あ
る
。
吾
人
の
行
乞
は
例
令
意
義
に
於

い
て
は
普
選
的
で
あ
る
に
し
て
竜
、
或
具
象
的
な
佃
人
的

に
決
定
せ
ら
れ
だ
る
も
の
な
る
を
繋
れ
な
い
も
の
で
あ

る
。
實
際
に
行
は
る
㌦
も
の
は
普
汎
的
な
道
徳
法
で
は
な

く
、
常
に
有
限
な
る
道
徳
的
必
需
で
あ
る
。
　
へ
蓄
ゲ
ル
・
も

言
つ
髄
様
に
吾
々
は
果
實
一
般
を
撮
る
に
非
ず
し
て
、
櫻

桃
、
桃
、
梅
叉
は
こ
の
櫻
桃
、
こ
の
桃
、
こ
の
梅
を
喰
べ

る
も
、
の
で
あ
・
9
、
叉
吾
々
は
こ
の
方
法
叉
は
他
の
方
法
に

叢
っ
て
佃
人
を
幸
輻
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
若
し

善
き
行
爲
も
杢
柳
森
豊
強
快
樂
で
無
い
な
ら
ば
如
何
に
し

て
吾
人
は
其
を
實
記
し
得
ざ
る
で
あ
ら
う
か
。
斯
く
仔
細

に
吟
味
す
る
こ
と
に
依
っ
て
満
人
の
欝
欝
は
、
例
解
、
道

徳
法
が
獅
湖
せ
ら
れ
力
場
合
に
竜
、
常
に
合
理
的
の
法
則

に
　
遊
ふ
も
の
で
あ
る
。
佃
人
か
超
越
す
る
有
ゆ
る
傾
向
が

放
郷
せ
ら
れ
力
場
合
に
竜
斯
く
し
て
吾
々
は
そ
の
故
に
無

定
見
に
照
る
竜
の
で
な
い
。
實
践
的
活
動
に
は
着
く
側
人

声
な
、
快
樂
的
な
、
功
利
主
義
的
な
、
経
濟
的
な
形
式
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
』

溢
徳
法
と
共
に
、
或
ぽ
別
個
に
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
道

徳
的
に
は
許
し
難
い
行
爲
、
叉
は
個
人
が
時
と
し
て
は
吾

人
を
し
て
総
讃
せ
し
む
る
こ
と
あ
る
は
實
践
的
活
動
の

一
面
に
は
斯
く
の
如
き
形
式
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
、
藝

術
が
悲
劇
に
、
詩
に
梅
道
徳
的
に
は
大
罪
入
で
有
る
者
の

強
き
性
格
を
讃
美
し
然
か
竜
喜
劇
に
小
さ
い
罪
入
を
嘲
笑

す
る
は
叉
こ
れ
有
る
が
爲
で
あ
る
。

　
次
に
道
徳
的
形
式
を
俳
斥
す
る
者
が
あ
る
、
即
ち
、
乙

れ
を
経
濟
的
形
式
に
還
元
し
様
と
す
る
功
利
圭
義
者
で
あ

る
。
乍
然
そ
の
説
く
腱
の
幸
緬
と
は
如
飼
な
る
考
か
或
は

そ
の
量
を
如
何
に
し
て
計
る
か
を
質
し
て
行
く
な
ら
ば
功

利
主
義
は
破
滅
に
隔
る
竜
の
で
あ
る
。
脛
霊
的
形
式
に
直

し
得
ざ
る
格
段
な
る
道
徳
形
式
の
存
す
る
こ
と
は
疑
竜
無

き
こ
と
で
あ
る
。

　
経
濟
的
道
徳
的
形
式
の
絡
縫
如
何
と
言
ふ
に
、
直
畳
的
、

薬
入
雑
誌
に
智
的
活
動
形
式
の
鴬
合
に
議
し
く
道
徳
的
形

式
は
維
濟
的
形
式
を
豫
漏
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
遣
徳
法
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叉
は
倫
理
學
は
潜
窟
的
活
動
の
下
階
得
な
る
縄
濟
學
に
依

属
し
て
み
る
。
経
論
的
に
意
志
す
と
は
目
的
を
意
志
す
る

の
で
あ
っ
て
、
這
徳
的
に
意
志
す
と
は
合
理
的
図
的
を
意

志
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
道
徳
的
に
意
志
し
、
行
癒
す

る
者
は
有
益
に
、
維
濟
的
に
意
志
し
行
署
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
執
意
的
無
芯
は
常
に
経
濟
的
で
は
あ
る
が
眞
の
意
志

の
肖
由
は
輩
に
経
輪
歌
態
に
適
合
す
る
と
の
み
に
存
せ
ず

し
て
、
道
徳
的
事
情
に
、
欄
人
以
上
の
大
な
る
人
の
精
赫

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
．
、
さ
ウ
な
が
ら
此
を
も
つ
て
直

ち
に
輕
濟
的
活
動
が
道
徳
的
活
動
に
影
響
す
る
も
の
で
あ

る
、
下
位
に
あ
る
竜
の
と
見
る
こ
と
は
出
面
な
い
。
彼
等

は
二
に
し
て
叫
、
一
に
し
て
二
で
あ
っ
て
、
上
下
の
総
別

は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
に
纒
め
ら
る
べ
き
竜

の
、
二
面
で
あ
る
。
實
践
的
活
動
は
理
論
的
活
動
を
観
想

し
、
道
徳
的
活
動
は
経
濟
的
活
動
を
豫
想
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
道
徳
法
は
人
の
統
裁
梅
を
有
し
、
知
何
に
小
な
ウ

と
難
道
徳
法
が
統
裁
し
な
い
、
し
て
は
い
け
な
い
様
な
入

　
　
　
　
　
離
　
・
　
　
鐘

の
行
爲
は
存
し
な
い
が
然
竜
道
徳
法
は
精
聯
の
形
式
叉
は

範
疇
を
司
配
す
べ
き
絶
封
境
は
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
然

竜
猶
美
的
直
畳
が
言
は
璽
現
象
世
界
は
又
は
自
然
を
知

套
、
哲
學
的
蔭
畳
が
本
膿
雰
叉
は
精
…
瀞
を
認
む
る
が
如

く
、
實
践
的
活
動
の
方
面
に
在
っ
て
は
経
論
的
活
動
は
現

象
界
叉
は
自
然
を
、
道
徳
的
活
動
は
本
膿
界
又
は
精
紳
を

’
意
志
す
る
竜
の
で
あ
る
と
戯
し
て
み
る
。

　
以
上
は
「
實
践
哲
學
」
の
筆
答
な
る
梗
概
を
紹
介
し
詑
に

過
書
な
い
の
で
あ
っ
て
、
猶
此
外
に
竜
様
々
の
問
題
が
取

扱
は
れ
て
る
る
、
例
へ
ば
演
海
と
善
悪
と
の
關
係
だ
と

か
、
過
失
に
封
ず
る
見
解
等
が
あ
っ
て
最
後
に
法
律
論
を

も
つ
て
結
ん
で
み
る
り

…
一
膨
…
‘
≦
～
～
ひ
～
き
，
一
｝
（
ノ
気
一
（

ム
〇
一


