
平
安
朝
屏
風
歌
詞
書
の
叙
述
様
式

動
詞
叙
法

、
と
り
わ
け
助
動
詞

「
け
り
」

の
使
用
を
め
ぐ

っ
て

坂

田

一

浩

は
じ
め
に

平
安
貴
族
の
言
語
生
活
の
実
態
を
解
明
す
る
に
は
当
時
の
文
芸
と
絵
画

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
和
歌
と

屏
風
絵
、
お
よ
び
物
語
と
物
語
絵
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
何
よ
り

も
よ
く
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
屏
風
絵
と
和
歌
の
問
題
に
絞

っ
て
述

べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
屏
風
絵
に
描
か
れ
た
題
材
が
、
い

か
な
る
手
法
、
態
度
を
も
っ
て
和
歌
に
詠
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
点
に
関
心

が
集
中
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
現
存
す
る
屏
風
絵
と
和
歌
と
の

間
に
直
接
の
対
応
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
、
前
者
の
遺
品
が
極
め
て
少
な

い
と
い
う
事
情
に
よ
り
、
現
時
点
で
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

り
も
直
さ
ず
、
あ
る
和
歌
が
屏
風
歌
で
あ
る
か
否
か
の
判
定
は
現
存
す
る

歌
集
の
詞
書
に
ま
つ
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
例

え
ば

(
a
)
七
月
七
日
、
女
ど
も
空
を
見
る

人
知
れ
ず
空
を
眺
め
て
天
の
川
波
う
ち
つ
け
に
も
の
を
こ
そ
思

へ

(貫
之
集

・
一
五
二
)

(b
)
正
月
元
日
、
人
々
遊
び
し
た
る
と
こ
ろ
の
庭
に
梅
の
花
咲

け
り

老
い
ら
く
も
わ
れ
は
嘆
か
じ
千
代
ま
で
の
年
来
む
ご
と
に
か
く
て
頼

ま
む

(同

二
二
九
六
)

右
の
和
歌
に
お
い
て
仮
に
詞
書
を
欠
く
と
、
も
は
や
実
事
詠
と
の
判
別
が

困
難
と
な
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詞
書
は
、
絵
画
資
料
と
和
歌
と
の
関
連
性
を
裏
付
け
る
重

要
な
指
標
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
詞
書
の
表
現
そ
の
も
の
を
詳
細
に
分

析
す
る
と
い
う
作
業
は
、
こ
れ
ま
で
閑
却
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
問
題
は
多

い
が
、
今
回
は
屏
風
歌
詞

書
に
見
ら
れ
る
動
詞
叙
法
を
取
り
上
げ
、
言
語
研
究
の
立
場
か
ら
そ
の
分

析
を
行
い
た
い
と
思
う
。
あ
え
て
動
詞
叙
法
に
着
目
す
る
理
由
は
次
の
二

点
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
動
詞
叙
法
-
具
体
的
に
は
、
あ
る
動
詞
が
基
本
形
を
と
る
か
、

あ
る
い
は

「け
り
」
「た
り
」
「む
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
テ
ン
ス

・
ア
ス
ペ



ク
ト

・
ム
ー
ド
の
助
動
詞
を
伴
う
か
ー
は
表
現
主
体
の
対
象
把
握

・
認
識

の
様
式
を
直
截
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
屏
風
歌
詞
書
に
お
い
て
こ
れ

を
分
析
す
る
作
業
は
、
当
時
の
人
々
が
屏
風
絵
を
鑑
賞
す
る
に
あ
た

っ
て
、

い
か
な
る
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
絵
を
認
識
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に

す
る
で
あ
ろ
う
(1
)。
そ
れ
は
言
語
研
究
の
側
か
ら
い
え
ば
動
詞
叙
法
が
、

絵
画
を
認
識
し
、
描
写
す
る
過
程
を
言
語
化
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う

に
機
能
し
て
い
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

も
う

一
つ
の
理
由
。
そ
も
そ
も
屏
風
歌
は
、
そ
の
本
来
の
制
作
目
的
か

ら
し
て
屏
風
絵
と
と
も
に
鑑
賞
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
実

際
に
そ
れ
が
許
さ
れ
た
の
は
、
歌
の
依
頼
主
と
そ
の
周
辺
の
比
較
的
限
ら

れ
た
人

々
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
人
々
、
と
り
わ
け
後
代
の

人
々
が
当
該
和
歌
を
享
受
す
る
に
は
、
も
と
も
と
取
り
合
わ
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
屏
風
絵
を
目
に
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
歌
集
な
ど
と

い
っ
た
文
字
テ

ク
ス
ト
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
屏
風
歌
は
本
来
伴
わ
れ
る

べ
き
屏
風
絵
と
の
関
係
を
断
ち
切
ら
れ
、
詞
書
を
伴
い
つ
つ
、
独
立
し
た

テ
ク
ス
ト
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
も
と
の
屏
風
絵
の
情

景
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
は
、
詞
書
の
描
写
を
通
し
て
我
々
読
み

手
の
想
像

に
委
ね
ら
れ
る
。
屏
風
歌
が
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
得

る
の
は
詞
書
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
と
も
に
、
そ
れ
は
屏
風
と
と
も

に
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
時
と
は
別
次
元
の
文
芸
作
品
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
屏
風
歌
に
添
え
ら
れ
た
詞
書
は
言
語
表
現
と
し

て
い
か
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か

に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
と
り
わ
け
助
動
詞

「け
り
」
に
着
目
し

つ
つ
考
察
を
行
う
。
そ
も
そ
も
屏
風
歌
詞
書
に
お
い
て
絵
の
情
景
を
描
写

す
る
場
合
、
動
詞
叙
法
と
し
て
は

(
a
)
(b
)
の
例
の
よ
う
に
、
基
本

形
ま
た
は
タ
リ
形
が
用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
ま
、

(
c
)
山
里
の
家
は
べ
り
け
る
に
、
水

の
上
に
木
の
葉
落
ち
て
流

る

山
近
き
と
こ
ろ
な
ら
ず
は
行
く
水
も
も
み
ぢ
せ
り
と
ぞ
お
ど
ろ
か
れ

ま
し

(貫
之
集

・
三
六
八
)

右
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「け
り
」
を
も

っ
て
叙
述
が
な
さ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る

「け
り
」
の
表
現
価
値
、

お
よ
び
機
能
と
は
そ
も
そ
も

い
か
な
る
も
の
か
。
ひ
い
て
は
そ
れ
が
、

「け
り
」を
基
調
に
叙
述
さ
れ
る
物
語
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
に
お
い
て
い
か

な
る
意
味
を
も

つ
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
探

っ
て
み
よ
う
と
い
う
の

が
本
稿
の
今

一
つ
の
ね
ら
い
で
あ
る
。

な
お
使
用
資
料
は
平
安
時
代
の
勅
撰
集
お
よ
び
私
家
集
を
主
に
用
い
る

こ
と
と
す
る
が
、
大
体
十

一
世
紀
初
頭
ま
で
の
資
料
を
中
心
に
論
じ
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
(2
）。

一、
平
安
朝
屏
風
歌
詞
書
に
お
け
る
基
本
形
お
よ
び

タ
リ
形
の
機
能

「は
じ
め
に
」
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
屏
風
歌
詞
書
で
は

一
般

に
基
本
形
、
タ
リ
形
を
基
調
と
し
て
絵
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
念
の
た
め
、
実
際
の
詞
書
に
み
ら
れ
る
動
詞
が
ど
の
よ
う
な
叙
法
を



と
っ
て
い
る
か
を
、
豊
富
な
屏
風
歌
の
作
例
を
と
ど
め
る
貫
之
集

(屏
風

歌
は
全
五
三
八
首
)
に
つ
き
調
査
し
て
み
る
と
、

基
本
形

"
=
二
六
例

タ
リ
形

"
=
二
一二
例

そ

の
他

u
三
例

(「
べ
し
」

一
例
、
「
け
り
」
二
例
)

右
の
よ
う
に
、
基
本
形
、
タ
リ
形
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
お
り
、,両
形
式
が
詞

書
の
動
詞
叙
法
の
基
調
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
が
(三
、

こ
こ
で
さ
ら
に
そ
の
使
用
実
態
を
動
詞
ご
と
に
詳
し
く
み
て
み
る
。
今
、

同
集
屏
風
歌
詞
書
に
み
ら
れ
る
動
詞
の
う
ち
五
例
以
上
確
認
さ
れ
た
も
の

に
つ
き
、
そ
の
叙
法
ご
と
の
数
値
を
示
し
て
み
る
と
次
の
表
を
得
る
。

動詞 基本形 タリ形 その他 計

あり

(多か り、侍りを含む)

16 0 べ し ・1

け り ・2

19

ゐる 0 6 0 6

行 く 15 1 0 16

詣づ 2 3 0 5

見る 22 23 0 45

聞 く 6 6 0 12

ものいふ 3 1 0 4

す 4 13 0 17

遊ぶ 6 2 0 8

折る 3 2 0 5

乗る 0 5 0 5

かかる 1 8 0 9

降る 0 5 0 5

咲 く 0 9 0 9

散る 5 2 0 7

鳴 く 4 2 0 6

す
な
わ
ち

「あ
り
」
「多
か
り
」
の
よ
う
な
状
態
動
詞
で
は
タ
リ
形
の

例
が
確
認
出
来
ず

(当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
)
、
そ
の

一
方
で

「咲
く
」

「乗
る
」
の
よ
う
な
瞬
間
動
詞
で
は
基
本
形
の
例
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
の
性
質
や
、
静
止
し
た
状
態
を
表
す
と
い
う
屏
風
絵

の
性
格
に
も
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「行
く
」
に
お
い
て
は
数

値
が
基
本
形
の
連
体
用
法
に
極
端
な
偏
り
を
み
せ
て
い
る

(全
16
例
中
14

例
)
が
、
こ
れ
は

①
海
の
ほ
と
り
に
生
ひ
た
る
松
の
木
の
も
と
に
道
行
く
人
の
休
み

た
る
と
こ
ろ

幾
代
へ
し
磯
辺
の
松
ぞ
昔
よ
り
た
ち
よ
る
波
や
数
は
し
る
ら
ん(六

四
)

②
道
行
く
人
の
初
雁
を
聞
く

こ
と
づ
て
も
と
ふ
べ
き
も
の
を
初
雁
の
聞
こ
ゆ
る
声
は
は
る
か
な
り

け
り

(三
入
七
)

の
よ
う
に
、
屏
風
絵
の
類
型
性

(「道
行
く
人
」
は
屏
風
絵
に
頻
出
す
る

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
)
が
あ
る
程
度
作
用
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
基
本
形
、
タ
リ
形
の
い
ず
れ
が
選
択
さ
れ
る
か
は
お
の
お

の
の
動
詞
の
性
格
や
屏
風
絵
の
類
型
性
と
い
っ
た
要
因
に
左
右
さ
れ
る
場

合
が
あ
る

一
方
で
、
「見
る
」
「聞
く
」
に
お
い
て
は
両
形
式
が
ほ
ぼ
拮
抗

し
た
値
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
作
用
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
が
選
択
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
用
例
に
つ
い
て
み
る
に
、
事
は
さ
ほ
ど
単
純

で
は
な
い
。



③
七
月
彦
星
見
る
と
こ
ろ

天

の
川
夜
深
く
君
は
渡
る
と
も
人
知
れ
ず
と
は
思
は
ざ
ら
な
む

(
一
〇
八
)

④
男
の
萩
の
花
見
た
る
と
こ
ろ

お
な
じ
枝
に
花
は
咲
け
れ
ど
秋
萩
の
下
葉
に
わ
き
て
心
を
そ
や
る

(
一
〇
九
)

右
、
詞
書
は
二
例
と
も
、
画
中
の
人
物
が
あ
る
対
象
を
見
て
い
る
場
面
を

描
写
し
て
い
る
の
だ
が
、

一
方
は
基
本
形
の

「見
る
」
、

一
方
は
タ
リ
形

の

「見
た
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
屏
風
歌
の
詠
作
に
あ
た
っ
て
は
、
歌
人
が
依
頼
主
よ
り
屏
風

絵
の
題

の
み
を
与
え
ら
れ
屏
風
を
実
見
せ
ず
に
詠
作
す
る
場
合
と
、
絵
を

直
接
見

て
詠
む
場
合
が
あ
る
こ
と
が
田
島
智
子

(二
〇
〇
七
)
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
仮
に
こ
こ
に
挙
げ
た
両
首
が
全
く
別
の
機
会
に
詠

作
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
詠
作
事
情
の
相
違
が
詞
書
に
反
映

さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
こ
こ
に
挙
げ
た

二
首
は
同

一
の
機
会
に
詠
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
↓̂
、
し
か
も
歌
集
の
配
列
で

は
連
続
し
て
お
り
、
詠
作
事
情
の
相
違
と
い
う
線
か
ら

「見
る
」
「見
た

る
」
の
揺
れ
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
現
象
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
点
を
検
討
す

る
に
あ
た
り
、
我
々
は
詞
書
の
描
写
対
象
で
あ
る
絵
が
具
有
し
て
い
る
性

質
に
つ
き
、
認
識
論
的
に
省
察
を
加
え
る
必
要
を
感
じ
る
。

卑
近
な
例
に
な
る
が
、
憧
れ
の
ア
イ
ド
ル
の
写
真
を
目
の
前
に
し
て
、

「写
真
は
目
の
前
に
確
か
に
存
在
す
る
の
に
、当
の
ア
イ
ド
ル
本
人
は
そ
こ

に
は
い
な
い
」
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
絵

(図
像
)
と
い
う
も
の
が
そ
の
認
識
に
際
し
て
宿
命
的
に
担
わ

さ
れ
た
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
見
る
者
に
と

っ
て
、
物
理
的
に

は
現
前
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
表
象
す
る
内
容
は
時
空
を
超
え
て
い

る
、
と
い
う
逆
説
的
な
存
在
で
あ
る
。

当
時
の
人
々
の
屏
風
絵
に
対
す
る
認
識
過
程

に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の

こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の
逆
説
的
な
存

在
は
、
現
代
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
な
ど
の
映
像
メ
デ
ィ

ア
が
未
発
達
で
あ
っ
た
古
代
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
興
味
を
惹
く
も
の
と

し
て
映

っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
前
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
複
数
の
人
々

が
同
時
に
見
、
話
題
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
、
時
空
を
超
え
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
画
中
の
人
物
に
あ
た
か
も
憑
依

し
た
か
の
ご
と

く
、
そ
の
視
点
に
入
り
込
ん
で
歌
を
詠
む
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
当
時
の
人
々
が
屏
風
絵
に
興
じ
た
理
由
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

こ
こ
で
目
を
転
じ
て
、
今
度
は
言
語
表
現
の
側
の
問
題
、
す
な
わ
ち
古

代
語
の
基
本
形
、
タ
リ
形
が
本
来
い
か
な
る
事
態
を
表
明
す
る
形
式
で

あ

っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
タ
リ
形
は
、

松
の
木
の
並
み
た
る

(多
流
)
見
れ
ば
家
人
の
わ
れ
を
見
送
る
と
立

た
り
し
も
こ
ろ

(万
葉

・
四
三
七
五
)

あ
や
し
が
り
て
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
(竹
取
物
語
)

右
の
例
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
発
話
時
に
お
い
て
表
現
主
体

の
目
の
前
に
あ
る
事
態
を
述
べ
る
形
式
で
あ
る
(5)。



一
方
基
本
形
の
用
法
の

一
つ
と
し
て
、

こ
の
世
の
人
は
へ
を
と
こ
は
女
に
あ
ふ
こ
と
を
す
。
女
は
男
に
あ
ふ

こ
と
を
す
。
そ
の
の
ち
な
む
、
門
ひ
ろ
く
も
な
り
侍
る
。(竹

取
物
語
)

右
の
例
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
時
点
、
空
間
に
位
置
づ

け
ら
れ
な
い

一
般
化
さ
れ
た
事
態
、
あ
る
い
は
時
空
を
超
え
て
起
こ
り
得

る
反
復
的
な
事
態

(鈴
木
泰

(
一
九
九
二
)
は
こ
れ
を

「非
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
)
を
表
す
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
タ
リ
形
が
現
前
性
、
す
な
わ
ち
発
話
時
に
お
い
て
表
現
主

体
の
目
の
前
に
存
在
す
る
事
態
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
基
本
形
は
時
空
の
限
定
を
超
越
し
た
事
態
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
上
述
の
絵
に
関
す
る
逆
説
的
性
格
の
そ
れ
ぞ
れ
の
面

に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
な
、
同

様
の
事
態
表
現
に
お
け
る
基
本
形
、
タ
リ
形
の
問
の
揺
れ
は
、
絵
が
本
来

も
っ
て
い
る
認
識
論
的
属
性
の
両
義
性
―
す
な
わ
ち
、
絵
の
超
時
空
性
、

現
前
性
の
い
ず
れ
に
焦
点
を
置
い
た
表
現
か
ー
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も

の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(6
）。

二

、

屏
風
歌
詞
書

に
み
ら

れ
る

「
け
り
」

―
そ
の
機
能
を
め
ぐ

っ
て
―

前
節
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
屏
風
歌
詞
書
に
お
け
る
動
詞

叙
法
は
、
基
本
形
、
タ
リ
形
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
と

い
う
も
の
の
認
識
論
的
属
性
に
根
ざ
し
た
あ
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
の

一
方

で
屏
風
歌
詞
書
に
は
、
「は
じ
め
に
」
の

(
c
)

の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、

助
動
詞

「け
り
」
に
よ
っ
て
叙
述
が
行
わ
れ
て
い
る
例
も
散
見
さ
れ
る
。

田
島
智
子

(二
〇
〇
七
)
の
屏
風
歌

一
覧
に
よ
れ
ば
、
詞
書
に

「け
り
」

が
現
れ
て
い
る
例
は
異
本
間
で
の
揺
れ
も
全
て
数
え
挙
げ
る
と
全
部
で
二

十

一
例
確
認
で
き
る
。
今
回
は
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
れ
ら
全
て
の
例
に
つ

き
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
特
に
注
目
す

べ
き
も
の
を
い
く
つ
か
取

り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
屏
風
歌
詞
書
に
お
け
る

「け
り
」
の
現
れ
方
を
み
る
に
、
左
の
例

の
よ
う
に
基
本
形
、
あ
る
い
は
タ
リ
形
と
共
起
し
た
形
を
と
る
場
合
が
散

見
さ
れ
る
。

⑤
山
里
の
家
は
べ
り
け
る
に
、
水
の
上
に
木
の
葉
落
ち
て
流
る

山
近
き
と
こ
ろ
な
ら
ず
は
行
く
水
も
も
み
ぢ
せ
り
と
そ
お
ど
ろ
か
れ

ま
し

(貫
之
集

・
三
六
八
)

⑥
女
ぐ
る
ま
も
み
ち
見
け
る
つ
い
で
に
ま
た
も
み
ち
お
ほ
か
り
け

る
人
の
い
へ
に
き
た
り

よ
う
つ
よ
を
野
辺
の
あ
た
り
に
す
む
人
は
め
ぐ
る
め
ぐ
る
や
あ
き
を

待
つ
ら
む

(か
げ
ろ
ふ
日
記
)

⑦
障
子
の
ゑ
に
、
す
ま
の
う
ら
の
か
た
か
き
、
神
の
社
に
ふ
ね
よ

り
ゆ
く
人
の
、
浪
の
か
か
り
け
れ
ば
、
た
か
せ
に
ふ
し
を
が
み

て
、
み
て
ぐ
ら
た
て
ま

つ
る
を
、
(恵
慶
集

・
=
二
二
)

⑧
貫
之
が
土
左
の
日
記
か
き
た
る
、
い
つ
と
せ
を
す
ぐ
し
け
る
に
、



家
の
あ
れ
た
る
と
こ
ろ

く
ら
べ
こ
し
波
路
も
か
く
は
あ
ら
ざ
り
き
蓬
生
原
と
な
れ
る
宿
か
な

(同

・
一
八
二
)

⑨
皇
太
后
宮
の
御
も
ぎ
の
御
屏
風
の
歌
、
子
日
し
に
い
で
け
る
人

の
家
に
と
ま
れ
る
人
々
あ
り

子
の
日
す
る
末
の
千
歳
も
か
ぎ
り
あ
れ
ば
遠
く
心
を
の
べ
に
こ
そ
や

れ

(前
田
家
本
元
輔
集

・
一
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
共
通
し
た
文
型
的
特
徴
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

[事
態
A
]
け
る
+

(体
言
ま
た
は
接
続
助
詞
)
ー

[事
態
B
]
φ

(基

本
形
)
/
た
り

・
り

詞
書

に
現
れ
た
こ
の
よ
う
な
文
型
、
そ
し
て
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
け
り
」

の
機
能
を
い
か
に
捉
え
る
べ
き
か
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
当

時
に
お
け
る
屏
風
絵
鑑
賞
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
表
現
形
式
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
当
時
の

屏
風
絵

の
基
本
様
式
な
ら
び
に
絵
の
鑑
賞
方
法
に
つ
き
確
認
し
て
お
く
と
、

一
般
に
屏
風
絵
で
は

「屏
風

一
帖
に
は
複
数
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
」
(千
野
香
織

(
一
九
入
三
))、
そ
れ
は
神
護
寺
山
水
屏

風
等
の
遺
品
か
ら
も
あ
る
程
度
裏
付
け
ら
れ
る
。

一
方
こ
の
よ
う
な
画
面

構
成
を
も
つ
屏
風
絵
全
体
を
ひ
と
わ
た
り
鑑
賞
す
る
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

場
面
に
順
を
追

っ
て
目
を
や
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
際
、
鑑
賞
者
が
意
識
す

る
と
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
場
面
相
互
に
認
識
上
の
時
間
差

が
生
じ
る
の
で
あ
り

(佐
野
み
ど
り

(二
〇
〇

一
)、
高
橋
亨

(
一
九
九

一
)
は
そ
の
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
て
い
る
)
、
場
合
に
よ

っ
て
は
あ
る

場
面
に
つ
い
て
、
画
面
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
、
そ
こ
に
至

っ
た
経
過
や

背
景
を
鑑
賞
者
の
想
像
で
補
完
す
る
と
い
っ
た
行
為
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ

・つ
。以

上
の
点
を
念
頭
に
お
い
た
上
で
、
こ
こ
に
定
式
化
し
た
事
態
A
、
事

態
B
の
関
係
を
見
て
み
る
。
す
る
と
事
態
B
が
表
現
主
体
の
眼
前
に
展
開

す
る
中
心
的
事
態

(め
の
ま
へ
事
態
)
で
あ
る
の
に
対
し

(こ
れ
は

「た

り

・
り
」
に
よ

っ
て
端
的
に
示
さ
れ
る
)
、
事
態
A
は
そ
の
背
景
を
な
す

場
面
、
具
体
的
に
は
事
態
B
に
視
点
が
移
動
す
る
直
前
に
目
に
し
た
場
面

(例
⑤
、
お
よ
び
例
⑥
の
二
番
目
の

「け
り
」
が
示
す
事
態
)
ま
た
は
、

画
中
に
は
直
接
描
か
れ
て
い
な
い
場
面
や
そ
こ
に
い
た
る
経
過
を
示
し
た

も
の

(例
⑥
の

一
番
目
の

「け
り
」
が
示
す
事
態
、
お
よ
び
例
⑦
、
⑧
、

⑨
)
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
タ
リ
形

・
基
本
形
＝
主
景

(め
の
ま

へ
事
態
)
提
示
、
「け
り
」
＝
背
景
提

示
と

い
う
関
係
が
成
り

立

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
述
べ
れ
ば
、
「た
り
」

「け
り
」
の
組
合
せ
に
よ
る
描
写
が
、
本
来
同

一
平
面
に
し
て
同
時
で
あ

る
画
面
構
成
に
、
認
識
的
落
差
を
も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

こ
れ
に
関
連
し
て
今
一

つ
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
認
識
的
落
差
に
お
い

て
は
時
間
と
空
間
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
絵
の
認
識
に
お

い
て
、
空
間
的
場
面
転
換
が
即
時
間
的
推
移
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、

「け
り
」
が
こ
の
よ
う
な
時
間
的
か
つ
空
間
的
な
遠
近
感
を
も
た
ら
す
効

果
を
産
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



で
は
画
面
認
識
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
遠
近
感
が
、
な
ぜ

「
け
り
」
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
得
る
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

「け
り
」
が
本

来
的
に
具
有
し
て
い
た
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
、
こ
こ
と
同
様
に

「け
り
」
と

「た
り

・

り
」
が
有
機
的
関
連
を
保
ち

つ
つ
共
起
し
て
い
る
、
万
葉
集
の
次
の
例
は

想
起
さ
れ
て
よ
い
。

・
大
和
の

青
香
具
山
は

日
の
経
の

大
御
門
に

春
山
と

繁
さ

び
立
て
り

(立
有
)

畝
火
の

こ
の
瑞
山
は

日
の
緯
の

大
御
門
に

瑞
山
と

山
さ

び

い
ま
す

(伊
座
)

耳
成
の

青
菅
山
は

背
面
の

大
御
門
に

宜
し
な
べ

神
さ
び

立

て
り

(立
有
)

名
く
は
し

吉
野
の
山
は

影
面
の

大
御
門
ゆ

雲
居
に
そ

遠

く

あ

り
け

る

(家

留

)
…

(万
葉

・
五

二
)

・
神
代
よ
り

云
ひ
伝
て
来
ら
く

そ
ら
み
つ

倭
の
国
は

皇
神
の

い
つ
く
し
き
国

言
霊
の

さ
き
は
ふ
国
と

か
た
り

つ
ぎ

い
ひ

つ
が
ひ
け
り
(計
理
)

今
の
世
の

人
も
ご
と
ご
と

目
の
前
に

み
た

り
知
り

た

り

、
(見

在

知
在

)
…

(
同

・
入
九

四
)

前
の
例

で
は
、
詠
み
手
が
い
る
藤
原
京
か
ら
比
較
的
近

い
大
和
三
山
が

「
い
ま
す

・
り
」
を
用
い
て

「め
の
ま

へ
事
態
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
、

一

方
で

「
雲
居
に
そ
遠
く
あ
」
る
、
あ
な
た
な
る
吉
野
に
つ
い
て
は

「け
り
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
後
の
例
で
は
、
今
の
世
の
人
々
が

「
目
の
前
に
見
た
り
知

り
た
り
」
と
い
う
倭
の
国
に
つ
い
て
の
、
神
代
よ
り
の
伝
承
を
述
べ
る
も

の
と
し
て

「け
り
」
が
機
能
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
挙
げ
た
二
例

は
と
も
に
、
「け
り
」
と

「た
り

・
り
」
が
互

い
に
有
機
的
関
連
を
た
も

ち

つ
つ
共
起
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
前
者
は
空
間
レ

ベ
ル
で
の
遠
近
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
時
間
レ
ベ
ル
で
の
遠
近
で
あ

る
点
で
相
違
を
示
し
て
い
る
(7)。

そ
し
て
元
来
こ
の
よ
う
な
特
性
を
も
つ

「け
り
」
が
基
本
形
や
タ
リ
形

と
組
み
合
わ
さ
れ
て
屏
風
絵
の
情
景
描
写
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
で
、
同

一

平
面
上
の
複
数
の
場
面
に

「認
識
上
の
奥
行
き
」
(8)を
も
た
せ
る
も
の
と

し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

一
帖
に
描
か
れ
た
異
な
る
場
面
に

順
次
目
を
や
る
、
屏
風
絵
の
鑑
賞
行
為
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
空
間
的
場

面
転
換
が
即
時
間
的
推
移
で
あ
る
と
い
う
時
間
、
空
間
双
方
の
遠
近
が
渾

然

一
体
と
な
っ
た
世
界

へ
分
け
入
っ
て
行
く
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
認
識
の
あ
り
よ
う
を
表
現
す
る
の
に
、
「け
り
」
は
最
も
ふ
さ
わ

し
い
機
能
を
付
与
さ
れ
た
語
で
あ

っ
た
。

な
お
、
当
時
の
屏
風
絵
に
関
し
て
千
野
香
織

(
一
九
八
三
)
は
、
「ど

の
情
景
も
等
し
く

『今
』
で
あ
る
屏
風
絵
の
あ
り
方
か
ら
考
え
れ
ば
、
実

際
の
場
面
に
お
い
て
も
、
各
景
の
扱

い
方
に
軽
重
大
小
の
差
は
な
か

っ
た

で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
な
詞
書
に
お
け
る

叙
述
様
式
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、

1
、
絵
の
情
景
は
鑑
賞
者
に
と

っ
て

「今
」
と
い
う
よ
り
も
、
現
前
に

し
て
超
時
で
あ
り
、

2
、
景
の
扱
い
方
に
は
認
識
的
落
差
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。



と

い
う

点

で
、

に
思

わ
れ

る
。

右
の
よ
う
な
捉
え
方
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
よ
う

三
、
伊
勢
集

屏
風
歌

詞
書

の

「
け
り
」

-
物
語
叙
述
と
の
通
有
性
を
め
ぐ
っ
て
ー

さ
て
屏
風
歌
詞
書
に

「け
り
」
が
現
れ
て
い
る
例
と
し
て
は
他
に
も
、

以
下
に
掲
げ
る
伊
勢
集
の

一
連
の
屏
風
歌
が
あ
り
、
こ
れ
は
物
語
と
の
関

連

(例
え
ば
玉
上
琢
彌

(
一
九
六
六
)
は
こ
の
一
連
の
屏
風
歌
に
物
語
的

要
素
を
認
め
、
ひ
い
て
は
物
語
が
成
立
す
る
現
場
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
す

る
)
を
め
ぐ
っ
て
以
前
か
ら
論
議
を
呼
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
節

で
は
そ
の
詞
書
に
お
け
る

「け
り
」
の
機
能
の
解
析
を
通
し
て
、

こ
の
問
題
に
関
す
る

一
つ
の
試
案
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
本
文

の
掲
出
に
あ
た
っ
て
は
西
本
願
寺
本
を
も
と
に
、
詞
書
の

「
け
り
」
に
関

わ
る
箇
所
に
つ
い
て
の
み
、
歌
仙
歌
集
本
と
の
異
同
を
傍
記
す
る
。
ま
た

説
明
の
便
宜
上
、
「け
り
」
を
含
む
詞
書
部
分
に
通
し
番
号
を
付
す
。

こ
の
中
宮
、
東
宮
の
女
御
と
き
こ
え
さ
せ
け
る
時
、
題
た
ま
は
せ

て
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
御
屏
風
の
歌

⑩
男
の
、
ゆ
き
あ
ひ
つ
つ
物
言
ひ
け
る
絵
な
む
あ
り
け
る
。

梅
の
花
の
た
よ
り
に
、
物
言
ひ
そ
め
た
る
女
に
、
男
、

見
し
人
に
ま
た
も
や
あ
ふ
と
梅
の
花
咲
き
し
あ
た
り
に
行
か
ぬ
日
ぞ

な
きか

へ
し

ひ
と
た
び
に
こ
り
に
し
梅
の
花
な
れ
ば
散
り
ぬ
と
き
け
ど
ま
た
も
見

な
く
に

桜
花
の
さ
か
り
に
、
お
な
じ
男

わ
が
や
ど
に
い
ざ
誘
は
れ
よ
さ
く
ら
ば
な
何
山
里
に
隠
れ
て
か
咲
く

か
へ
し

世
に
咲
か
ぬ
も
の
に
あ
り
せ
ば
桜
花
人
に
あ
ま
ね
く
告
げ
ざ
ら
ま
し

を

女
を
か
い
ま
見
て
、
読
み
て
入
け
る

⑪
藤
の
花
の
咲
き
た
る
と
こ
ろ
に
、
男
来
て
垣
間
見
て
、
女
の
が

り
や
る

藤
の
花
け
ふ
見
つ
る
よ
り
紫
も
村
濃
と
色
ぞ
深
く
な
り
ぬ
る

門
に
た
ち
や
す
ら
ふ
ほ
ど
に
、

⑫
こ
の
男
来
て
、
門
に
立
て
り
け
る
に
、
花
橘
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴

く
を
聞
き
て
よ
み
て
入
れ
た
る

外
に
立
て
る
わ
れ
や
か
な
し
き
ほ
と
と
ぎ
す
花
橘
の
枝
に
居
て
な
く

か
へ
し

な
に
と
か
も
君
を
ば
知
ら
じ
郭
公
き
な
が
ら
鳴
く
は
性
に
や
は
あ
ら

ぬ

男
来
あ
ひ
け
り

⑬
六
月
祓
へ
す
る
と
こ
ろ
に
、
男
来
あ
ひ
て

年
中
に
我
な
げ
き
ど
の
な
り
ぬ
れ
ば
喫
ぐ
と
も
世
に
う
せ
じ
と
そ
思

返
し

な
げ
き
ど
を
な
べ
て
祓
ふ
る
大
幣
は
は
や
川
の
瀬
に
流
れ
出
ぬ
め
り



た
な
ば
た
の
日

朝
ま
だ
き
出
で
て
引
く
ら
ん
今
朝
の
緒
に
心
な
が
さ
を
く
ら
べ
て
し

が
なか

へ
し

た
な
ば
た
の
細
き
緒
を
し
て
ぐ
ら
ぶ
と
も
心
の
か
た
や
ま
つ
は
絶
え

せ
ん

男
の
い
で
き
に
け
り

⑭
秋
野
花
見
行
と
き
き
て
、
男

秋
の
野
に
い
で
ぬ
と
な
ら
ば
花
薄
し
の
び
に
わ
れ
を
招
き
や
は
せ
ぬ

か

へ
し

い
つ
か
た
に
あ
り
と
聞
か
ば
か
花
す
す
き
は
か
な
き
空
を
招
き
た
て

ら
ん男

来
て
、
せ
ち
に
物

い
は
む
と
て
あ
る
ほ
ど
に
、
し
ぐ
れ
の
す
れ

ば
綿
津
海
の
そ
こ
に
深
く
は
入
れ
ず
と
も
し
ぐ
れ
に
だ
に
も
濡
ら
さ
ざ

ら
な
む

⑮
せ
め
て
わ
び
け
れ
ば
、
笹
子
に
よ
び
い
れ
て
、
も
の
い
ふ

ふ
り
と
げ
ぬ
し
ぐ
れ
ば
か
り
に
や
ま
び
こ
の
声
を
か
た
み
に
聞
き
か

は
す
か
な

親
き
き
て
さ
は
ぎ
け
れ
ば
、

⑯
師
走
に
、
男
来
た
り
。
あ
ひ
ぬ
べ
き
や
う
な
る
を
、
親
き
き
つ

け
て
制
す
れ
ば
、
出
で
て
、
女

夜
こ
ゆ
と
た
れ
か
告
げ
け
む
逢
坂
の
関
か
た
む
め
り
は
や
く
帰
り
ね

⑰
と
い
ふ
に
、
雪
の
ふ
り
け
れ
ば
、
・

か

へ
る
さ
の
道
ゆ
く
べ
く
も
お
も
ほ
え
ず
こ
ほ
り
て
雪
の
降
り
し
ま

さ
れ
ば

と
い
ふ
ほ
ど
に
、
夜
明
け
ぬ
れ
ば
、
男
、

あ
ふ
こ
と
の
あ
は
ぬ
夜
な
が
ら
明
け
ぬ
れ
ば
我
こ
そ
か
へ
れ
心
や
は

ゆ
く

ま
ず
こ
こ
で
の

「け
り
」
の
現
れ
方
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
し
て
み
る
に
、

⑫
、
⑮
、
⑯
、
⑰
は
前
節
で
と
り
あ
げ
た

「け
り
」
「
た
り
」
共
起
の
文

型
的
条
件
を
備
え
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き

(⑰
の
例
は

「男

(の

よ
め
る
)」
な
ど
の
中
心
的
場
面
に
関
す
る
措
辞
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と

捉
え
れ
ば
、
他
の
例
と
同
様
の
文
型
と
な
る
)、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「け

り
」
が
屏
風
絵
に
お
け
る
背
景
事
態
の
叙
述
に
あ
ず
か

っ
て
い
る
も
の
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
を
、
視
点
を
変
え
て
傭
鰍
的
に
、

一
連
の
叙
述
と
し

て
通
観
し
て
み
る
と
、
全
体
と
し
て
そ
こ
に
あ

る
種
の
物
語
性
が
感
じ
ら

れ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
要
因
は
、
玉

上
琢
彌

(
一
九
六
六
)
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

一
組
の
男
女
の
恋
愛
過

程
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
た
、
物
語
の
叙
述

内
容
と
の
類
似
性
だ
け
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

「け
り
」
の
機
能
を
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の

一
連
の
屏
風
歌
の
詞
書
に
お
け
る

「け
り
」
の
使
用
は
、

む
か
し
、
男
、
伊
勢
の
国
な
り
け
る
女
、
ま
た
え
逢
は
で
、
隣
の



国

に
行
く
と

て
、

い
み

じ
う

恨

み
け

れ
ば

、
女

、

大
淀

の
ま

つ
は

つ
ら
く

も
あ

ら
な

く

に
う
ら

み

て

の
み
も

か

へ
る
波

か

な

(伊
勢
物

語

・
七

十

二
段
)

右

の
よ
う

な

、
物

語

に
お
け

る

「
け
り

」
を

基

調
と

し
た

叙
述

を
直

感

的

に
連
想

さ

せ
、

そ
れ
が

物
語

的

な
要
素

を
感

じ

さ
せ

る
要

因
と

な

っ
て

い

る
、
と

ひ
と

ま
ず

は
言

え

る
。

一
方

で
歌
集

に
お

い
て
も

、
実

事

詠

の
詞

書

で

は
、も

の
言

ひ
か

は
し
侍

り

け

る
人

の

つ
れ

な
く
侍

り

け

れ
ば

、

そ

の

家

の
か
き

ね

の
卯
花

を
折

り

て
、
言

ひ

入
れ

て
侍

り
け

る

う

ら

め
し
き

君
が

垣
根

の
卯

花

は
う

し

と
見

つ
つ
も

な
ほ

た

の
む

か

な

(後

撰

・

一
五

一
)

「
け

り
」

を

基

調
と

し

た
叙

述

が
な

さ

れ

て

い

る
が
、

こ

こ

で
改

め

て
、

「
け

り
」

が

な
ぜ

実
事

詠

の
詞
書

や
物
語

の
叙

述

に
用

い
ら

れ

る

の
か
、

こ

の
点
を

問

い
な

お
す
必

要

を
感

じ

る
。

そ
も

そ
も

上
代

に
お

い
て
伝
承

を
語

る
際

に
用

い
ら

れ

る

「
け
り

」

は
、

・
鶏

が
鳴

く

東

の
国

に

古

に

あ

り

け

る

(家

留
)

こ
と
と

今

ま

で
に

絶

え
ず

言

ひ
け

る

葛

飾

の

真

間

の
手
児

名

が

・

・

◆

(
万
葉

・
一
八

〇
七

)

・
古

に

あ
り

け

る

(家

流

)
わ
ざ

の

く
す

ば

し
き

事

と
言

ひ
継

ぐ

千
沼
壮
士

菟
原
壮
士
の
う
つ
せ
み
の

名
を
争
ふ
と

…

(同

・
四

二

一
一
)

右

の
例

が
示

す

よ
う

に
他
氏

族

や
他
地
方

の
伝

承

な
ど

、
表

現
主

体

か

ら

見

て
新

奇

に
映

っ
た
内

容
を

提

示
す

る
も

の

で
あ

っ
た
(9
)。

と

こ

ろ

で
、

新
奇
な
情
報
を
伝
え
る
と
い
う
行
為
は
常
に
、
そ
の
信
愚
性
の
保
証
を
迫

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
新
奇
な
情
報
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
提
示
し

た
側
は
、
そ
の

「事
実
と
し
て
の
確
か
さ
」
を
情
報
の
受
け
手
に
対
し
て

言
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
伝
達
内
容
は
単
な
る

「そ
ら

ご
と
」
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
「け
り
」
に
は

語
ら
れ
た
内
容
を
語
り
手
の
責
任
に
お
い
て
保
証
す
る
こ
と
を
言
明
す
る

機
能
、
す
な
わ
ち
事
実
性
保
証
機
能
が
元
来
備
わ

っ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
は
伝
奇
物
語
を
は
じ
め
と
す
る
中
古
物
語
の

「け
り
」
に
お

い
て
も
な
お
継
承
さ
れ
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
中
西

宇

一

(
一
九
六
三
)
は
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の

「な
り
」
と
比
較
し
た
上

で
、
「
『け
り
』
の
伝
聞
は
、
そ
の
伝
聞
し
た
こ
と
が
ら
を
、
話
者
は
そ
れ

を
確
か
な
も
の
と
し
て
主
観
的
に
把
握
し
、
か
か
る
主
観
的
な
把
握
に
お

い
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
聞
き
知

っ
て
い
る
こ
と
自
ら
の
理
解
し
た
こ
と
と

し
て

(自
ら
そ
の
責
任
を
も

っ
て
)
述
べ
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち

「伝
聞

事
実
の
主
観
的
な
把
握
に
お
い
て
、
話
者
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
語
る
も

の
と
し
て
述
べ
る
、
主
体
的

・
間
接
的
な
伝
聞
態
度
を
示
す
も
の
」
と
述

べ
、
ま
た
片
桐
洋

一

(
一
九
六
九
)
は
、
こ
の
説
に
賛
意
を
示
し
た
上
で

右
に
挙
げ
た
箇
所
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

物
語
は
、
小
説
と
違

っ
て
、
既
に
在

っ
た
世
界
の
事
件

・
事
象
を

物
語
る
と
い
う
体
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味

で
は
六
国
史
な
ど
古
代
の

史
書
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

「既
に
在

っ
た
世
界

(作
中
世
界

・
物

語
の
世
界
)」
は
、
従

っ
て
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
存
在
が
信
じ
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
姿
勢
で
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。



「け
り
」
が
実
事
詠
の
詞
書
や
物
語
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
る
要
因
の

一

つ
は
、
こ
の
事
実
性
保
証
機
能
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け

天
皇
に
対
し
て
奏
上
す
る
体
裁
を
と
る
勅
撰
集
詞
書
に
お
け

る

「け
り
」
の
多
用
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
最
も
よ
く
物
語
る
も
の
で
あ

る
(憩)。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
つ

「け
り
」
が
今
問
題
と
し
て
い
る
伊

勢
集
屏
風
歌
詞
書
に
用
い
ら
れ
る
、
す
る
と
時
空
を
超
え
た
絵
の
中
の
事

態
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
機
能
が
発
動
す
る
。

そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
絵
の
場
面
が
、
時
間
、
空
間
の
限
定
を
受
け
、
現

実
世
界
に
定
位
さ
れ
た
事
態
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
あ
え
て
比
喩
的
な
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

屏
風
絵

の
描
写
が
基
本
形
、
タ
リ
形
で
な
さ
れ
る
限
り
、
そ
こ
か
ら
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
る
鑑
賞
者
の
視
線
の
先
は
あ
く
ま
で
絵
に
と
ど
ま
る
が
、

「け
り
」
が
用
い
ら
れ
た
途
端
、
視
線
は
絵
を
突
き
抜
け
、
絵
の
向
こ
う

に
あ

っ
て
絵
が
表
象
し
て
い
る
現
実
の
事
態
を
志
向
し
は
じ
め
る
の
で
あ

る
û)。
そ
れ
は
ま
た
、
絵
に
描
か
れ
た

「
め
の
ま
へ
事
態
」
の
向
こ
う
に
、

現
実
に
あ

っ
た
と
想
定
さ
れ
る

「非
め
の
ま
へ
事
態
」
を
見
る
、
と
い
う

こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
一
連
の
屏
風
歌
に
あ
る
種
の
物
語
性
が
感
じ
ら
れ

る
要
因
は
、
そ
の
内
容
の
叙
事
性
と

「け
り
」
の
事
実
性
保
証
機
能
と
が

重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
物
語
に
擬
せ
ら
る
べ
き
叙
述
様
式
を

備
え
る
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
当
然
問
題
と
な
る
の
が
、
第

二
節
で
論
じ
た
背
景
提
示
機
能
と
今
述
べ
た
事
実
性
保
証
機
能
と
の
関
係

性
、
す
な
わ
ち

「け
り
」
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
機
能
が
い
か
に
両
立
し

て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
両
機
能
は
、
「け
り
」
が
置
か
れ
た
文
型
的
条

件
や
叙
述
内
容
い
か
ん
に
応
じ
て
、

一
方
の
機
能
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ

れ
ば
他
方
が
後
退
す
る
、
と
い
っ
た
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
⑮
の
詞
書
の
み
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
主
景
を
描
写
し
て
い
る

基
本
形
と
の
共
起
に
よ
り
、
「せ
め
て
わ
び
け
れ
ば
」
の

「
け
れ
」
に
は

背
景
提
示
機
能
の
方
が
強
く
感
得
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を

一
連
の
屏
風
歌
の

中
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
内
容
の
叙
事
性
や
、
他
の

「け
り
」
と
の
相

互
作
用
に
よ
り
、
事
実
性
保
証
機
能
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
、
と
い
っ
た

意
味
発
動
原
理
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か

も
だ
ま
し
絵
の
よ
う
に
、
細
部
に
目
を
凝
ら
す
と
た
だ
の
斑
点
に
し
か
見

え
な
い
も
の
が
、
全
体
を
見
渡
す
と
あ
る
風
景
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
、

と
い
う
現
象
に
も
比
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
古
資
料
に
お
け
る

「け

り
」
の
意
味
の
捉
え
難
さ
は
、
こ
う
い
っ
た
と

こ
ろ
に
も
起
因
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
(撃
。

こ
こ
で
目
を
転
じ
て
、
さ
き
に
掲
げ
た
本
文

に
お
い
て
、
西
本
願
寺
本

と
歌
仙
歌
集
本
の
間
に
み
ら
れ
る

「
け
り
」
の
異
同
に
つ
き
確
認
し
て
お

き
た
い
。
西
本
願
寺
本
で
は
ほ
ぼ
全
て
の

「け
り
」
に

「
に
」
「ば
」
と

い
っ
た
接
続
助
詞
が
下
接
し
て
お
り

(⑩
は
導
入
部
分
で
あ
る
の
で
ひ
と

ま
ず
措
く
)、
し
た
が

っ
て
い
ず
れ
も
背
景
事
態
提
示
の
機
能
が
感
得
で

き
る
の
に
対
し
、
歌
仙
歌
集
本
に
の
み

「け
り
」
が
現
れ
て
い
る
箇
所
の

特
徴
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
⑪
、
⑬
、
⑭

の
よ
う
に
叙
述
を

「け
り
」



で
言
い
止
め
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
西
本
願
寺
本
の
本
文
に

は
み
ら
れ
な
い
用
法
で
あ
る
。
「け
り
」
の
出
現
数
も
歌
仙
歌
集
本
の
方

が
多
い

(西
本
願
寺
本
三
例
に
対
し
、
歌
仙
歌
集
本
六
例
)
こ
と
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
そ
れ
だ
け
歌
仙
歌
集
本
の
詞
書
は
物
語
的
叙
述
へ
の
傾
斜

を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
伊
勢
集
屏
風
歌
に
見
ら
れ
る

「け
り
」
の
機
能
を
以
上
の
よ
う

に
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
連
作
を
物
語
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
ど
う
位
置

付
け
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も

一
つ
の
見
通
し
が
得
ら
れ
そ
う
で

あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
本
資
料
を
物
語
へ
発
展
す
る
過
程
を
示
す
も
の

と
し
て
捉
え
る
向
き
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ベ
ク
ト
ル
に
直
ち
に
位
置

づ
け
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
、

一
般
的
な
屏
風
歌
詞
書
の
描
写
と
物
語
叙

述
と
の
あ
わ
い
、
境
界
領
域
に
た
た
ず
む
も
の
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
屏
風
歌
詞
書
で
あ
り
な
が
ら
、
実
事
詠
詞
書
や
物
語
の

よ
う
に

「け
り
」
を
連
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
叙
述
に
お
け
る

「ず
ら
し
」

を
意
図
的
に
行
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
資
料
を
成
立
論
的
な
軸
に
あ

え
て
定
位
し
て
し
ま
う
こ
と
は
か
え
っ
て
、
当
時
の
人
々
の
言
語
表
現
の

自
由
な

一
面
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上

の
考
察
か
ら
、
次
の
点
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

1
、
平
安
時
代
に
お
け
る
屏
風
絵
詞
書
は
、

一
般
に
基
本
形
、
タ
リ
形
を

基
調
と
し
て
屏
風
の
情
景
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
描
写
対

象
で
あ
る
絵
画
の
認
識
上
の
性
質
、
す
な
わ
ち
超
時
空
性
と
現
前
性
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

2
、
さ
ら
に
そ
れ
が

「け
り
」
と
共
起
す
る
と
、

[事
態
A
]
け
る
+

(体
言
ま
た
は
接
続
助
詞
)
-

[事
態
B
]
φ

(基

本
形
)
/
た
り

・
り

と
い
う
文
型
を
形
成
し
、
「背
景
提
示
-
主
景
提
示
」
と
い
う
屏
風
絵

鑑
賞
に
お
け
る
認
識
上
の
落
差
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら

か
と
な

っ
た
。

3
、

一
方
、
伊
勢
集
連
作
屏
風
歌
に
見
ら
れ
る

「け
り
」
で
は
、
叙
述
内

容
や

「け
り
」
の
連
用
と
い
っ
た
事
情
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
2
、
の

背
景
提
示
機
能
と
並
ん
で
事
実
性
保
証
機
能
が
立
ち
現
れ
、
そ
れ
が
物

語
の
叙
述
と
の
通
有
性
を
示
す

一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

窪

】

(
1
)
こ
の
よ
う
な
見
方
に
対
し
て
は
、
扱
う
資
料
の
性
質
に
起
因
す
る
問
題
と
し
て
、

次

の
よ
う
な
反
論
が
当
然
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
後
代
の
編
纂
に
か
か

る
歌
集
の
場
合
、
屏
風
歌
詞
書
が
絵
を
実
見
し
て
い
な
い
人
物
の
筆

に
な
る
こ
と

も
当
然
予
想
さ
れ
、
は
た
し
て
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
当
時
の
実
際
の
鑑
賞
の

あ
り
方
を
云
々
で
き
る
の
か
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
今
回
あ
え
て
当

該
資
料
を
用
い
る
理
由
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。

1
、
第
三
節
に
お

い
て
具
体
的
に
述
べ
る
よ
う
に
屏
風
歌
詞
書
は
、
成
立
年
代
の

隔
た

っ
た
歌
集
間
で
も
類
似
の
表
現
が
多
く
見
出
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
表
現
パ

タ
ー
ン
を
抽
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、
当
時

の

一
般
的
な
屏
風
絵
鑑
賞

の
あ
り
方



を
裏
付

け
る
こ
と
は
充
分

可
能

で
あ
る
。

2
、
た
と

い
詞
書

が
絵
を

実
見
し

て

い
な

い
者

の
筆

に
な

る
と
し

て
も
、
あ
た

か

も

絵
を
鑑
賞

す
る
現

場
に

い
る
か

の
ご
と
く
、

鑑
賞
行

為
を

擬
似

的
に
表
現

し

て

い
る
点
こ
そ
む
し

ろ
重
要

な

の
で
は
な

い
か
。

な
お
、

2
、

の
指
摘

は

物
語

の
叙

述
と

の
関
わ

り

に
お

い
て
重

要

な
意

味

を

も

っ
て
く
る
が
、
こ
れ

に

つ
い
て
の
詳
細
は
機

会
を
改

め
て
論
じ
た

い
。

(2
)
使

用
し
た
本
文

は
、
万
葉

集
、
勅
撰
集

は
新
大

系
本

に
よ
り
、

私
家
集

は
私
家

集
全

釈
叢
書
、
お

よ
び
私
家
集

注
釈
叢

刊
本

を
用

い
る
。

た
だ
し

表
記

に

つ
い
て

は
私

に
改

め
た
箇
所

が
あ
る
。

(
3
)
調
査

に
あ

た

っ
て
は

「来

て
」

の
よ
う
な

「
て
」
連

用
法

(全

60
例

・
「で
」

1

例
を

含
む
)
は
対

象
か

ら
除
外

し
た
。
そ
も
そ
も

「
て
」

は
、

い
わ
ゆ

る
過
去

・

完

了

・
推

量

の
助
動

詞

に
付

く
こ
と

が
で
き

な

い
と

い
う

点

で
、
動

詞
叙

法

の
実

態

を
見
る

に
あ

た

っ
て
他

の
終
止
法

、
連
体

法
な

ど
と
同

列

に
論

じ

る
こ
と
は

で

き

な

い
か
ら
で
あ
る
。

(4
)

こ
の
二
首
は
詞
書

に
よ
れ
ば
延
喜

十
八
年

四
月

二
十

六
日
、
同

日
の
作

で
あ

る
。

(5
)
鈴

木
泰

(
一
九
九

五
)

が

「
た
り
」
「り
」

の
性
格
と

し
て
指
摘

し
た

「
メ
ノ

マ

エ
性

」
と

い
う

概
念
は
、
こ

こ
で
参

照
さ
れ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

(
6
)
屏
風

歌
詞
書

が
基
本
形

、
タ
リ
形
を
基
調

に
叙

述
さ
れ

る
も

の
で
あ

る
こ
と
、

こ
れ
と
同
様

の
傾
向
が
、
枕
草

子

の
類

聚
章

段

に
お

い
て
も

顕
著

に
窺

わ
れ
る
。

今
は

一
例

の
み
を
引
用
す
る
。

心
と
き

め
き
す
る
も

の
。

雀

の
子
飼
ひ
。
乳
児
遊
ば
す

る
と
こ
ろ
の
前

わ
た

る
。
よ
き
薫
き
も

の
た
き

て
、

ひ
と
り
臥
し
た

る
。

唐
鏡
の
、
す
こ
し
く
ら
き
見
た
る
。
よ
き
男
の
、
車
と
ど
め
て
、
案
内
し
、
問

は
せ
た
る
。

(中
略
)

待

つ
人
な
ど

の
あ
る
夜
、
雨
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
お
ど
ろ
か
る
。

(三
巻
本

・
二
六
段
)

枕
草
子
が
和
歌
的
発
想
に
よ
る
文
体
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く

の
論

及
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
語
表
現
、
叙
法
の
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
も
、
今

後
必
要
と
な
ろ
う
。

(7
)
「
け
り
」
が

「
来
1
あ
り
」
に
由
来
す
る
と
い
う
説
は
、
こ
の
よ
う
な
現
象
を
よ

く
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
構
成
語
基
で
あ
る
動
詞

「来
」
は
時
間
的
到
来
、

空
間
的
到
来

の
い
ず
れ
を
も
表
し
う
る
動
詞
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
関
し

て
は
栗
田
岳

(二
〇
〇
八
)
が
続
日
本
紀
宣
命
を
も
と
に
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

(8
)
高
橋
亨

(
一
九
九

一
)
が
源
氏
物
語
絵
巻
の
画
面
構
成
の
分
析
を
通
し
て
提
示
し

た

「
心
的
遠
近
法
」
と
い
う
概
念
は
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
と
非
常
に
近
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
氏
は
同
絵
巻
に
描
か
れ
た
人
物
間
の
大
き
さ
の
差
異
は
線
的
遠
近
法
に

よ
る
の
で
は
な
く
、
「ズ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
た
り
遠
ざ
か

っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
の
時

間
性
を
二
次
元
空
間
に
合
成
」
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
捉
え
、
王
朝
絵
画
に
お

け
る
時
間
、
空
間
の
混
清
性
を
指
摘
す
る
。

(9
)
こ
の
捉
え
方
に
関
す
る
詳
細
は
坂
田

一
浩

(二
〇

一
〇
)
第
三
節
を
参
照
。

(10
)
ち
な
み
に
こ
の
事
実
性
保
証
機
能
は
、
「け
り
」
と
し
ば
し
ば
対
比
さ
れ
る

「き
」

に
お
い
て
は
見
出
し
難
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
上
代
に
お
い
て
伝
承

を
叙
述
す
る
際
に

「
き
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
内
容
は

速
須
佐
之
男
命
、
命
さ
せ
し
国
を
治
め
ず
て
、
八
拳
須
心
の
前
に
至
る
ま
で
喘



き

い
さ
ち
き

(暗
伊
佐
知
岐

也
)
。

(古
事
記

・
上
)

右

に
挙
げ
た
神
話
伝

承

の
よ
う

に
、

そ
れ
を

伝
え

る
氏
族
共

同
体

に
お

い
て
正
統

と
認

め
ら

れ
た
も

の
で
あ

る
。
換
言

す
れ
ば
そ

れ
は
、
長
年

の
伝

承
行
為

に
よ

つ

て
そ

の
事
実
性

が
保
証
済

み
で
あ

る
た
め
、
あ
え

て
語
り
手

の
責

任

に
お

い
て
そ

の
真
偽
を
保
証
す
る
必
要

の
な

い
事

柄
な

の
で
あ
る
。

(11
)

こ
の
こ
と
を
如

実

に
示
す

興
味
深

い
現
象
を

、
私
は

日
本
語
教

育

の
現
場

で
経

験
し
た

こ
と

が
あ

る
。

日
本

語
会
話

の
期
末
試

験

で
の
こ
と
。

一
枚

の
絵

を
示

し

て
そ

の
情
景
を

日
本
語

で
描

写

さ
せ
る
と

い
う

課
題
を
提

示
し

て
み
た

と

こ
ろ
、

多

く

の
学
生

は

「
こ
こ

に

一
人

の
男

の
人
と
女

の
人
が

い
ま
す

。
男

の
人
は
海

を

見
て

い
て
、
女

の
人
は
丘

の
方

を
見

て
い
ま
す
。
」
と

い
う

風
に

「
て

い
る
」
形
を

用

い
て
描

写
を

行

っ
て

い
た
が
、
中
に
は

「
あ
る
と

こ
ろ
に
、

一
人

の
男

の
人
が

い

ま
し
た

。」
と

「
た
」
形

で
語

り
は
じ
め

る
学
生
も

み
ら
れ
た
。
す

る
と
そ

の
途
端
、

彼

ら
は
例
外

な
く

「そ

の
男

の
人

は
、
隣
に

い
る
女

の
人

が
好
き

で
し

た
。
そ

し

て
女

の
人
も

…

」
と
い
う
よ
う
に
、
目
の
前
の
絵

の
描
写
か
ら
逸
脱
し
た
ス

ト

ー
リ
ー
を
語
り
始
め
た

の
で
あ

る
。

(12
)

「け
り
」
の
こ

の
よ
う
な
あ
り
方

は
、
「
は
」
に
お
け

る
題
目
提
示
と
対

比
、
両
者

の
意

味
発
動
に
お
け

る
関
係
性

を
連
想
さ
せ
る
。
例
え

ば
、

サ
メ
は
魚
類

で
あ

る
。

に
お

い
て

「
は
」
は
基
本
的

に
題

目
提
示

で
あ

り
、
そ

こ
で
は
対

比

の
含

み
は
あ

ま

り
強
く
感
じ
ら
れ
な

い
。

こ
れ
に
対
し
、

サ
メ
は
魚
類

で
あ

る
が
、

ク
ジ

ラ
は
哺
乳
類

で
あ

る
。

と

な
る
と
、
前

の
例
と
同

一
の
文

が
埋

め
込
ま
れ

て
い
る
に
も

か
か
わ

ら
ず
、
こ
こ

で

の

「は
」
は
後

の

「は
」
と

の
関
わ
り

で
対
比

の
含

み
を

強
く
帯
び

る
の
で
あ

る
。
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