
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

九
〇

『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
　
　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
近
世
前
期
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
、
前

¢
稿
を
受
け
て
、
野
郎
評
判
記
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
（
元
禄
六
）
『
姿
記
表
林
』

（
元
禄
十
三
）
の
狂
詩
を
と
り
あ
げ
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。

　
　
　
、

　
　
　
桐
為
勘
當
箱
第
一
　
き
り
は
か
ん
ど
う
ば
こ
と
な
る
だ
い
い
ち

　
　
　
、

　
　
　
波
袖
運
壷
泣
浮
后
　
そ
で
を
ひ
た
す
う
ん
っ
く
が
な
ん
だ
さ
か
づ
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
ぶ

　
　
　
、

　
　
　
千
年
御
座
馴
染
洛
　
せ
ん
ね
ん
も
ご
ざ
れ
な
じ
み
の
み
や
こ

　
　
　
、

　
　
　
壽
露
金
露
弧
露
離
　
い
の
ち
は
つ
ゆ
か
ね
も
つ
ゆ
こ
ろ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
姿
記
評
林
』
霧
浪
千
壽
）

　
平
灰
に
関
わ
ら
ず
、
役
者
名
を
詠
み
こ
み
、
「
う
ん
っ
く
」
「
す
か
ん
ぴ
ん
」

等
の
俗
語
、
音
象
徴
語
を
と
り
こ
む
と
い
う
、
か
な
り
娯
楽
色
の
強
い
も
の
で

藤
　
　
井

涼
　
　
子

あ
る
が
、
一
」
う
し
た
語
を
詩
中
に
と
り
こ
む
際
に
新
た
な
漢
字
の
用
法
が
と
ら

れ
る
こ
と
を
予
想
し
、
二
字
以
上
の
漢
字
連
続
と
和
語
の
関
係
を
、
漢
字
表
記

と
い
う
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
く
。
以
下
傍
点
は
役
者
名
の
漢
字
を
示
す
。

　
　
　
　
二
　
表
記
の
分
類

　
対
象
と
し
た
表
記
の
中
に
は
、
役
者
名
の
一
字
を
詠
み
込
む
た
め
に
「
恭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

か
ら
「
泰
」
に
字
形
を
変
え
る
も
の
、
「
竹
離
（
ま
が
き
）
」
「
木
公
（
ま
っ
）
」

の
よ
う
に
一
字
を
分
解
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
既
存
の
漢
字
を
用
い
た
表

記
を
考
察
の
対
象
と
し
、
前
稿
と
同
じ
く
字
訓
用
法
、
熟
字
訓
用
法
、
借
義
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
び
る

法
、
借
音
用
法
、
借
訓
用
法
の
五
種
に
表
記
を
分
類
す
る
。
中
に
は
、
「
下
便
」

の
よ
う
に
借
音
用
法
で
あ
り
な
が
ら
、
和
語
の
意
義
と
多
少
と
も
関
わ
り
の
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ぼ

る
字
義
の
漢
字
を
用
い
る
表
記
、
「
野
夫
」
の
よ
う
に
熟
字
訓
用
法
で
あ
り
な

が
ら
、
語
形
を
示
す
こ
と
を
意
図
し
た
表
記
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
に
っ



い
て
は
、

以
下
、

借
音
用
法
、
熟
字
訓
用
法
の
中
で
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。

各
用
法
別
に
そ
の
表
記
の
特
徴
を
見
る
。

三
　
字
訓
用
法

　
（
三
・
１
）
用
字
面
か
ら
見
た
字
訓
用
法
の
特
徴

　
こ
こ
で
言
う
字
訓
と
は
「
字
義
の
翻
訳
に
あ
た
る
日
本
語
の
音
形
態
」
で
あ

り
、
「
文
脈
を
離
れ
た
単
体
と
し
て
の
個
々
の
漢
字
に
固
定
的
に
結
ぴ
つ
い
た

　
　

も
の
」
と
考
え
る
。
字
訓
と
し
て
の
固
定
度
は
、
近
世
の
漢
字
使
用
の
実
態
が

体
系
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
今
、
判
断
に
は
困
難
な
面
が
予
想
さ
れ
る

が
、
本
稿
で
は
、
先
行
辞
書
で
あ
る
『
類
聚
名
義
抄
』
『
色
葉
字
類
抄
』
、
室
町

期
の
『
和
玉
篇
』
、
節
用
集
類
へ
の
有
無
を
一
つ
の
目
安
と
す
る
。

　
今
回
対
象
と
し
た
表
記
全
体
に
各
用
法
が
占
め
る
割
合
を
見
る
と
、
字
訓
用

法
が
お
よ
そ
六
五
％
と
最
も
多
い
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
現
代
の
字
訓
に
連

続
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
資
料
に
お
け
る
漢
字
表
記
の
第
一
の
特
徴
と

言
っ
て
よ
い
。

　
し
か
し
、
一
方
で
こ
う
し
た
先
行
辞
書
収
録
の
語
彙
と
実
際
使
用
の
語
彙
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６
一

く
い
ち
が
う
事
は
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
で
、
次
の
二
例
の
よ
う
に
漢
字
の
使
用

頻
度
、
字
訓
と
し
て
の
定
着
度
が
低
い
表
記
も
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
イ

　
例
¢
　
笑
瀬
（
ゑ
が
ほ
）
　
　
　
『
玉
篇
略
』
に
「
瀬
　
　
か
ほ
」

　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ヤ
ウ

　
例
　
　
鰯
肢
（
な
ぷ
り
こ
ろ
す
）
『
玉
篇
略
』
に
「
牧
　
こ
ろ
す
」

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

二
例
と
も
今
回
調
査
し
た
先
行
辞
書
の
中
で
は
、
『
玉
篇
略
』
以
外
に
は
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ホ
　
　
　
み

れ
ず
、
本
資
料
に
お
い
て
も
、
右
表
記
は
一
例
の
み
で
「
貌
、
顔
、
面
、
好
」
、

コ
ロ
ス
　
　
　
％

「
課
、
死
」
が
異
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
同
時
期
の
表
記
例
を
西
鶴

の
浮
世
草
子
に
求
め
る
と
、
「
か
ほ
」
に
は
「
貞
」
が
多
用
さ
れ
る
。
一
」
う
し

た
点
か
ら
、
『
玉
篇
略
』
の
記
述
は
字
訓
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
字
義
の
解

説
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
考
え
る
。

　
次
に
先
行
辞
書
に
収
録
さ
れ
な
い
表
記
を
あ
げ
る
。

【
表
－
　
先
行
辞
書
に
見
ら
れ
な
い
表
記
】
　
一
　
一
…
本
資
料
中
の
異
表
記

　
　
　
　
お
つ
膚
　
　
虐
「
に
－
　
　
巳
か
き
　
　
つ
じ
崔
　
　
匡
い
り
　
　
く
ら
匡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
農

　
名
詞
・
－
大
眼
　
零
嬰
駕
昇
辻
駕
　
門
入
蔵
明
一
倉
開
一
下
橋

　
　
　
　
て
俸
ほ
　
ま
つ
ぼ
　
　
　
も
え
ｋ
い

　
　
　
　
手
輻
　
尤
豊
　
然
棲

　
　
　
　
あ
い
俸
　
　
庸
い
か
す
　
　
ふ
る
し
ｐ
Ｋ
　
　
ま
き
借

　
動
詞
・
－
相
囑
　
　
抱
生
　
　
震
拾
　
巻
逗

　
　
　
　
　
　
　
か
一
．
一
か
き
　
　
つ
じ
か
二
　
　
き
ど
い
り
　
　
く
ら
ぴ
ら
き
　
　
ま
つ
ふ
く
ら

　
こ
の
中
に
は
「
駕
界
、
辻
駕
、
門
入
、
蔵
明
、
尤
豊
」
等
の
近
世
語
が
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
一
，
を
ふ
く
ら
６

ま
れ
、
そ
の
表
記
に
あ
た
る
「
駕
」
「
豊
」
は
近
世
の
資
料
に
は
用
例
が
認
め

ら
れ
る
。
い
わ
ば
近
世
的
な
字
訓
で
あ
る
。
又
「
門
」
「
明
」
は
「
か
ど
」
「
あ

け
る
、
あ
か
す
」
が
既
に
字
訓
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
こ
こ
で
の
表
記
は
臨

時
的
な
性
格
を
も
つ
借
義
用
法
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
他
の
例
に
つ
い
て
は
、
先
の
二
例
と
同
様
に
漢
字
の
使
用
頻
度
、
字

訓
と
し
て
の
定
着
度
、
実
用
性
は
低
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し

　
　
も
え
く
い

て
「
然
樗
」
の
表
記
の
事
情
を
見
て
み
た
い
。

　
「
も
え
く
い
」
は
、
原
義
は
「
燃
え
さ
し
の
木
」
で
あ
る
が
、
転
義
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

「
か
っ
て
関
係
が
あ
っ
て
ま
た
そ
の
状
態
に
も
ど
り
や
す
い
も
の
、
と
く
に
男

女
の
関
係
」
を
表
わ
す
。
先
行
辞
書
の
表
記
は
次
の
と
お
り
で
、
原
義
に
等
し

い
意
義
の
漢
字
、
漢
語
を
用
い
る
。

　
例
　
　
　
焼
　
３
ク
ヒ
火
鹸
木
也
　
　
　
　
　
　
（
『
色
葉
字
類
抄
』
黒
川
本
）

　
　
　
　
モ
エ
ク
イ

　
例
＠
　
鹸
燈
　
　
　
　
器
材
門
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
明
本
『
節
用
集
』
）

　
　
　
　
ア
マ
ル
　
モ
エ
ク
イ

　
本
資
料
で
は
次
の
よ
う
に
転
義
で
用
い
ら
れ
る
。

　
例
　
　
彌
増
然
樗
火
宅
源
（
い
や
ま
し
の
も
え
く
い
　
く
は
た
く
の
み
な
も

　
　
　
と
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
　
玉
川
三
彌
）

　
「
然
」
は
「
若
火
之
始
然
」
（
孟
子
・
公
上
）
と
あ
り
「
燃
」
と
同
様
に
火
が

燃
え
る
状
態
を
表
わ
し
、
「
梼
」
は
根
を
切
っ
た
あ
と
の
切
り
株
を
表
わ
し
て

和
語
「
く
い
」
と
ほ
ぽ
類
義
で
あ
る
。
和
語
「
も
え
く
い
」
を
二
要
素
に
分
け
、

等
し
い
字
義
の
漢
字
に
よ
っ
て
表
わ
す
表
記
で
あ
る
。

　
一
方
、
浮
世
草
子
に
は
「
宵
の
燃
杭
さ
が
し
て
　
た
ば
こ
は
し
た
な
く
呑
ち

ら
し
（
『
好
色
一
代
女
』
四
・
二
）
」
「
蔓
所
に
は
白
鷹
の
胴
が
ら
鰯
汁
の
跡
、

燃
杭
に
火
と
は
こ
の
人
の
昔
し
に
か
へ
る
（
『
好
色
一
代
男
』
二
・
六
）
」
の
よ

う
に
、
原
義
、
転
義
共
に
字
訓
用
法
に
よ
る
表
記
「
燃
杭
」
が
用
い
ら
れ
る
。

　
先
行
字
書
の
表
記
は
転
義
で
用
い
る
場
合
は
理
解
し
に
く
く
、
浮
世
草
子
の

表
記
は
そ
う
い
っ
た
欠
点
を
補
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
資
料
の
表

記
「
然
梼
」
は
、
浮
世
草
子
と
同
じ
く
「
も
え
く
い
」
を
二
要
素
に
分
け
て
表

記
し
な
が
ら
も
一
般
的
な
表
記
を
避
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

　
こ
う
し
た
漢
字
の
選
択
に
は
、
漢
詩
と
し
て
の
表
現
形
式
や
役
者
名
は
規
制

と
し
て
働
い
て
お
ら
ず
、
二
字
漢
語
と
し
て
典
拠
の
あ
る
語
で
も
な
い
。
逆
に
、

使
用
頻
度
、
訓
の
定
着
度
が
低
い
漢
字
を
選
ぶ
こ
と
で
二
字
漢
語
ら
し
い
外
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
そ
で
　
　
　
二
そ
で
　
　
　
　
う
き
ふ
ね
　
　
　
い
な
ふ
ね

を
意
図
す
る
、
あ
る
い
は
他
に
「
羽
按
」
「
小
袖
」
、
「
浮
胴
」
「
稲
舟
」
と
い
っ

た
複
数
の
表
記
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
使
用
漢
字
の
種
類
を
増
や
し
視
覚

的
な
効
果
を
意
図
し
た
も
の
等
、
い
く
っ
か
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
背
後
に
は
日
常
使
用
の
言
葉
と
は
異
な
る
語
感
の
漢
字
、
漢
語
を
志
向
す

る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
一
般
的
な
字
訓
に
よ
る
表
記
と
共
に
、
こ
う
し
た
字
訓
と
し
て
の
定
着
度
が

低
い
和
語
と
漢
字
の
組
合
せ
が
用
い
ら
れ
る
点
が
本
資
料
の
表
記
の
第
二
の
特

徴
で
あ
る
。

　
（
三
・
２
）
意
味
分
野
か
ら
見
た
字
訓
用
法
の
特
徴

　
字
訓
用
法
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
和
語
に
は
、
近
世
に
入
り
、
新
た
に
生
ま

れ
た
語
の
表
記
例
が
多
い
。
そ
の
例
を
次
に
示
す
。

【
表
２
　
字
訓
用
法
に
よ
る
近
世
語
の
表
記
】

　
一
　
遊
里
、
芝
居
他
、
風
俗
に
関
す
る
語

　
　
あ
げ
や
お
う
お
ど
り
あ
ほ
よ
せ
か
こ
か
き
か
つ
や
ま
が
み
き
ど
い
り
く
ら
ぴ
ら
き
同
す
み
ひ
げ

　
　
揚
屋
　
大
腺
　
大
寄
　
駕
昇
　
勝
山
髪
　
門
入
　
蔵
明
／
倉
開
　
墨
毒

　
　
つ
け
ざ
　
　
　
で
ど
こ
　
　
と
こ
い
り
　
　
ま
き
す
る
め
　
　
ま
く
は
り

　
　
付
指
　
出
沐
　
床
入
　
巻
蜴
　
幕
張

　
二
　
人
の
性
格
、
資
質
、
行
為
に
関
す
る
語



　
　
　
　
　
な
か
ら
と
ふ
り

　
　
と
お
り
も
の
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
ぬ
け
さ
　
　
ぬ
れ
が
み
　
　
ぬ
れ
も
の
　
　
は
り
づ
よ
　
　
は
な
あ
ぷ
ら
　
　
ま
き
じ
た
　
　
み
つ
ゆ
ぴ

　
　
通
者
半
通
　
抜
作
濡
神
濡
者
張
強
鼻
油
　
巻
舌
三
指

　
　
や
り
く
り

　
　
遣
繰

　
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
既
存
の
語
を
語
構
成
要
素
と
す
る
新
た
な
複
合
語
で

あ
り
、
語
構
成
要
素
の
意
義
と
語
形
を
示
す
字
訓
用
法
の
機
能
が
生
か
さ
れ
た

例
と
一
言
え
よ
う
。四

　
熟
字
訓
用
法

　
（
四
・
１
一
用
字
面
か
ら
見
た
熟
字
訓
用
法
の
特
徴

　
熟
字
訓
用
法
に
よ
る
表
記
を
、
中
古
末
の
通
用
の
語
を
多
く
収
録
す
る
『
色

葉
字
類
抄
』
と
比
較
し
、
本
資
料
の
表
記
、
使
用
度
数
（
二
以
上
）
、
〈
〉
に

『
色
葉
字
類
抄
』
の
表
記
、
一
　
一
に
本
資
料
中
の
異
表
記
の
順
に
示
す
。

【
表
３
　
『
色
葉
字
類
抄
』
と
同
語
同
表
記
の
も
の
】

　
　
　
　
　
　
あ
や
め
　
　
　
き
き
ら
き
　
二
よ
ひ

　
　
　
　
あ
す
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
さ
つ
き
　
つ
も
二
り

　
名
詞
…
明
日
　
菖
蒲
２
　
二
月
　
今
宵
　
五
月
　
月
蓋
く
つ
ご
も
り
「
晦
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
な
か

　
　
　
　
　
　
　
は
た
し
　
　
も
み
ぢ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
の
注
ｖ
　
徒
跣
　
紅
葉
２
一
楓
葉
一
　
田
舎

　
　
　
　
ふ
ん
ぱ
た
か
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
も
ひ
や
る
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
ざ

　
動
詞
…
敗
雇
〈
ふ
み
は
だ
か
る
〉
　
想
像
　
　
他
…
去
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
厚
　
　
匡
小
と

　
※
　
字
訓
用
法
と
組
合
わ
せ
た
表
記
　
　
山
郭
公
　
田
舎
人
〈
ゐ
な
か
ひ

　
　
と
〉

【
表
４
　
部
分
的
に
『
色
葉
字
類
抄
』
の
表
記
と
対
応
す
る
も
の
】

　
　
　
　
か
　
み
　
　
か
み
　
　
　
き
　
み
　
　
き
み
　
　
　
し
わ
ざ
　
　
し
わ
ざ
　
　
　
す
だ
れ
　
　
す
だ
れ

　
名
詞
…
雲
髪
く
髪
Ｖ
　
公
侯
く
公
Ｖ
　
事
業
く
業
Ｖ
　
翠
簾
く
簾
Ｖ

　
　
　
　
ち
き
る
ち
、
ぎ
る
同
　
　
　
　
ひ
さ
し
ひ
さ
し

　
動
詞
…
契
約
〈
契
、
約
〉
　
　
形
容
詞
…
久
滝
く
久
Ｖ

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

【
表
５
　
『
色
葉
字
類
抄
』
と
同
語
異
表
記
の
も
の
】

　
　
　
　
お
ふ
そ
ら
　
　
　
　
　
　
か
き
つ
ば
た
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ほ
ぱ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
一
．
弓

　
名
詞
…
太
虚
く
空
Ｖ
　
杜
若
〈
劇
草
〉
　
容
止
〈
顔
、
面
子
、
顔
面
〉
　
饒
風

　
　
　
　
　
　
ふ
ぐ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
も
み
ぢ

　
　
　
　
く
波
Ｖ
睾
丸
く
陰
嚢
Ｖ
楓
葉
く
紅
葉
Ｖ
一
紅
葉
一

　
　
　
　
　
を
も
し
ろ
し
　
　
お
も
し
ろ
し
　
　
　
お
も
し
ろ
し
　
　
　
　
　
な
つ
か
し

　
形
容
詞
…
風
流
く
怜
Ｖ
一
面
白
一
　
婚
停
く
愛
嚢
、
撫
育
Ｖ

　
　
　
　
　
　
た
を
や
か

　
形
容
動
詞
…
揮
娼
く
揮
媛
Ｖ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
』
つ
や

　
※
　
字
訓
用
法
と
組
合
わ
せ
た
表
記
　
　
鯛
螂
艶
〈
色
、
彩
、
采
、
探
〉

【
表
６
　
表
記
さ
れ
る
和
語
が
『
色
葉
字
類
抄
』
に
収
録
さ
れ
な
い
も
の
】

　
　
　
　
あ
け
く
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
あ
ひ
　
　
す
が
た
み
　
　
だ
ま
っ
さ
　
　
つ
く
り
二
と
　
　
つ
や
お
し
ろ
い
　
　
ふ
せ
こ

　
名
詞
…
味
爽
一
旦
暮
一
晩
鐘
　
粧
鏡
　
玉
章
　
流
言
　
艶
粉
　
薫
籠

　
　
　
　
　
　
や
ま
び
と
　
　
や
ら
い

　
　
　
　
ほ
む
ら
　
　
、
　
　
　
　
、
　
ゆ
か
り
　
ゆ
か
り

　
　
　
　
焦
炎
　
山
隠
　
行
馬
　
由
緒
　
所
縁

　
　
　
　
や
せ
二
け
る

　
動
詞
…
慌
偉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
き
　
　
お
ほ
よ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
み
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
り
す
う
い
し

　
※
　
近
世
語
の
例
浮
気
　
大
會
一
大
寄
一
　
三
絃
＝
二
味
一
　
　
慈
石

　
　
や
　
さ

　
　
　
、
　
　
　
や
　
ぽ

　
　
風
流
　
野
夫
２
一
彌
保
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
虐
よ
せ
　
　
二
唐

　
熟
字
訓
用
法
に
よ
る
表
記
例
に
は
、
「
大
倉
、
今
宵
」
の
よ
う
に
、
表
記
さ

れ
る
和
語
の
一
部
と
漢
字
連
続
中
の
一
方
の
漢
字
が
字
訓
を
通
し
て
対
応
す
る

も
の
（
－
線
部
一
が
あ
る
が
、
字
訓
用
法
と
非
字
訓
用
法
を
組
合
わ
せ
た
も
の

と
い
う
よ
り
も
、
二
字
漢
語
を
そ
の
ま
ま
表
記
に
利
用
し
、
和
語
と
漢
語
の
意

義
の
共
通
部
分
が
字
訓
に
よ
る
対
応
と
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
徒
跣
」
に
っ
い
て
は
「
か
ち
は
だ
し
」
の
訓
も
あ
り
、
そ

う
し
た
訓
の
省
略
形
と
も
言
え
る
。

　
全
体
を
概
観
し
て
、
字
訓
用
法
と
同
じ
く
先
行
辞
書
の
表
記
と
共
通
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
が
多
い
。
表
５
，
６
の
中
に
も
、
他
の
先
行
辞
書
の
表
記
、
中
世
の
和
漢
混

　
　
　
　
¢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
す
　
い
な
か
　
う
わ
き

清
文
の
表
記
と
共
通
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
日
、
田
舎
、
浮
気
、

け
ふ
　
　
さ
つ
き
　
も
み
ぢ

今
日
、
五
月
、
紅
葉
な
ど
、
現
代
の
熟
字
訓
表
記
に
運
続
す
る
も
の
も
見
ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
他
の
用
例
が
見
っ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ほ
ぱ
せ

く
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
中
の
一
例
「
容
止
」
を
次
に
と
り
あ
げ
る
。

　
（
四
・
２
）
「
容
止
（
か
ほ
ば
せ
）
」
に
つ
い
て

　
本
資
料
中
の
表
記
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
、

　
例
＠
　
菖
蒲
杜
五
月
頃
　
あ
や
め
も
か
き
っ
ば
た
も
さ
っ
き
の
こ
ろ

　
　
　
　
、

　
　
　
　
君
容
止
其
迄
鹸
風
　
き
み
の
か
ほ
ば
せ
そ
れ
ま
で
の
な
ご
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
姿
記
評
林
』
芳
澤
菖
蒲
）

　
「
容
」
に
つ
い
て
は
「
類
、
説
文
、
鬼
也
（
中
略
）
通
作
容
」
（
『
集
韻
』
）
と

あ
り
、
そ
の
字
義
は
「
鬼
」
と
類
義
で
「
あ
る
物
を
外
か
ら
見
た
様
子
、
状

態
」
と
考
え
ら
れ
る
。
「
止
」
に
つ
い
て
は
「
停
也
　
足
也
　
穫
也
　
息
也
」

（
『
廣
韻
』
）
と
あ
り
、
足
の
形
を
表
わ
す
象
形
文
字
で
あ
る
と
同
時
に
　
穫
の

義
も
表
わ
す
と
さ
れ
る
。
「
相
鼠
有
歯
　
人
而
無
止
　
人
而
無
止
　
不
死
何
侯
」

（
『
詩
経
・
相
鼠
』
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。
「
容
」
と
「
止
」
、
こ
う
し
た
両
字
義

か
ら
見
て
、
「
容
止
」
の
語
義
は
「
人
が
礼
節
を
守
る
様
、
そ
う
し
た
行
為
」

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
「
容
止
」
の
第
一
義
と
す
る
。
次
例
は

第
一
義
で
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
例
＠
　
雷
將
護
聲
　
有
不
戒
其
容
止
　
生
子
不
備
　
必
有
凶
災

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
礼
記
・
月
令
』
）

　
第
一
義
「
容
止
」
は
規
範
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
と
共
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
次
に
示
す
「
容
止
」
は
、
そ
の
上
品
さ
を
称
え
ら
れ
、

例
＠
よ
り
も
外
見
的
な
と
こ
ろ
に
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
例
　
　
華
見
其
総
角
風
流
　
潔
白
如
玉
　
翠
動
容
止
　
顧
腸
生
姿
　
雅
重
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
捜
神
記
』
巻
十
八
）

　
つ
ま
り
「
容
」
の
字
義
に
重
点
が
う
つ
り
、
「
礼
節
を
守
る
様
」
に
限
ら
ず

「
全
体
的
な
人
の
外
見
、
様
子
」
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ほ
ぱ
せ

こ
れ
を
「
容
止
」
の
第
二
義
と
す
る
。
「
容
止
」
の
表
記
は
こ
こ
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
る
。
「
容
止
」
と
和
語
の
結
び
っ
き
を
見
る
と
『
類
聚
名
義
抄
』
で

　
　
フ
ル
マ
ヒ

は
「
容
止
」
（
法
下
五
十
）
と
し
、
『
日
本
書
記
』
北
野
本
訓
で
は
「
ミ
フ
ル
マ

ヒ
」
「
ス
ガ
タ
」
「
ミ
カ
ホ
」
と
す
る
。
訓
「
ミ
カ
ホ
」
の
例
を
次
に
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
カ
ホ

　
例
＠
皇
子
大
津
　
天
淳
中
原
減
眞
人
天
皇
第
三
子
也
。
容
止
培
岸
音
辞
俊

　
　
　
朗
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
日
本
書
記
』
巻
三
十
　
持
統
天
皇
）

「
容
止
」
は
動
作
も
態
度
も
含
め
た
人
物
の
外
見
を
表
わ
す
が
、
右
例
は
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

し
た
外
見
を
「
顔
で
代
表
さ
せ
た
訓
」
な
の
で
あ
る

　
し
か
し
、
そ
の
語
義
が
和
語
「
か
ほ
ば
せ
」
に
比
べ
て
広
く
、
他
表
記

「
顔
」
も
あ
る
た
め
か
、
実
際
に
表
記
に
用
い
ら
れ
る
例
は
少
な
い
。
辞
書
に

は
次
の
二
例
を
確
認
し
た
。



　
　
　
　
カ
ホ
同
カ
ホ
パ
セ

　
例
＠
　
　
面
顔
　
容
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
易
林
本
『
節
用
集
』
）

　
　
　
　
カ
ホ
パ
セ

　
　
　
　
カ
ホ
バ
セ
　
カ
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ホ
バ
セ

　
例
＠
顔
一
肢
躍
、
氣
形
門
一
容
止
；
己
辞
門
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
書
言
字
考
節
用
集
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ホ
パ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ホ
バ
セ

ま
た
、
例
＠
で
は
「
顔
」
は
肢
膿
、
氣
形
門
に
、
「
容
止
」
は
言
辞
門
に
収

　
　
　
カ
ホ
パ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ホ
バ
セ

め
る
。
「
顔
」
が
一
般
的
な
表
記
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
容
止
」
は
文
語
的

な
表
記
と
し
て
う
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
え
く
い

　
先
の
字
訓
用
法
に
も
、
「
然
樗
」
を
始
め
と
す
る
、
字
義
に
忠
実
で
は
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ほ
ぱ
せ

が
実
用
性
の
低
い
表
記
が
見
ら
れ
た
。
「
容
止
」
も
そ
れ
と
共
通
す
る
。
漢
語

の
語
義
に
忠
実
で
は
あ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
一
般
的
な
表
記
と
し
て
は
定

着
し
て
い
な
い
様
子
で
あ
る
。

　
（
四
・
３
）
意
味
分
野
か
ら
見
た
熟
字
訓
用
法
の
特
徴

　
熟
字
訓
用
法
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
語
の
多
く
は
自
然
界
の
事
物
を
表
わ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
き

和
語
の
名
詞
で
あ
り
、
そ
の
語
史
は
古
い
。
近
世
語
の
表
記
例
は
「
浮
気
」

あ
ほ
よ
せ
　
　
　
し
や
み
せ
ん
　
　
　
や
　
ぼ
　
　
　
　
や
　
さ

「
大
會
」
「
三
絃
」
「
野
夫
」
「
風
流
」
で
あ
る
が
、
異
表
記
も
見
ら
れ
、
一
表

記
に
定
着
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
字
訓
用
法
に
比
べ
て
近
世
語
の
表
記
に

果
た
す
役
割
は
小
さ
い
と
言
え
よ
う
。

（
五
・

五
　
借
義
用
法

）
用
字
面
か
ら
見
た
借
義
用
法
の
特
徴

野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』

に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
漢
字
、
漢
語
と
和
語
の
間
に
何
ら
か
の
連
想
が
生
じ
表
記
が
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
連
想
の
契
機
と
い
う
観
点
か
ら
、
表
記
を
類
似
型
と
近
接
型
に
二

　
分
す
る
。
単
位
の
面
で
は
、
漢
字
連
続
と
和
語
全
体
が
借
義
の
関
係
に
あ
る
も

　
　
　
し
二
な
し

の
と
、
「
仕
擾
」
の
よ
う
に
他
用
法
と
借
義
用
法
を
組
合
わ
せ
た
も
の
と
が
あ

る
。
以
下
に
そ
の
用
例
を
示
す
。

【
表
７
　
類
似
型
の
借
義
用
法
】

　
　
（
注
Ｈ
線
部
は
語
形
を
示
す
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た
箇
所
を
示
す
）

　
　
　
　
青
し
っ
き
く
さ
　
つ
た
　
っ
っ
ト
つ
っ
ト
こ
な
た
さ
く
ら
ト
｛
み
｝

　
名
詞
…
冬
風
　
岬
離
　
和
歌
　
虚
気
／
空
気
　
此
方
　
櫻
花
　
真
似
　
高
岡

　
　
　
　
う
か
る
　
お
び
ゆ

　
動
詞
…
浮
巖
　
動
驚

　
形
容
動
詞
…
幼
気
一
為
長
卿
一

【
表
８
　
近
接
型
の
借
義
用
法
】

　
《
単
独
の
借
義
用
法
〉

　
　
　
　
　
す
つ
ぼ
ん

　
　
名
詞
…
河
伯

　
　
　
　
　
　
あ
ぷ
な
し
　
つ
ら
し
　
つ
れ
な
し

　
　
形
容
詞
…
浮
雲
　
難
面
　
難
面

　
　
　
　
わ
ざ
く
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ん
ざ
く
れ

　
　
他
…
閣
思
一
事
暮
一
思
君
草

　
《
他
用
法
と
の
組
合
わ
せ
》
（
注
－
線
部
は
借
義
用
法
に
よ
る
表
記
を
示
す
）

　
　
　
　
　
し
こ
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
を
ろ
し

　
　
名
詞
…
仕
稜
一
仕
成
一
山
蜆

　
近
接
型
に
お
い
て
は
、
両
者
の
語
義
の
関
係
は
必
然
性
が
低
く
、
個
人
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
を
ろ
し

解
釈
が
加
わ
る
も
の
も
あ
り
、
「
山
競
」
を
は
じ
め
理
解
し
に
く
い
表
記
が
多

＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
つ
ぱ
ん
　
　
　
わ
ざ
く
れ

い
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
「
河
伯
」
「
閣
思
」
を
見
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
「
河
伯
」
は
『
荘
子
・
秋
水
』
に
「
於
是
焉
河
伯
欣
然
白
喜
、
以
天
下
之
美

為
壼
在
己
」
と
あ
り
、
伝
説
中
の
水
神
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
一
方
「
す
っ
ぽ

ん
」
は
『
古
今
注
、
魚
轟
』
に
「
龍
名
元
衣
督
郵
籠
名
河
伯
従
事
」
と
あ
る
と

お
り
、
河
伯
に
仕
え
従
う
も
の
で
「
河
伯
従
事
」
と
表
記
さ
れ
る
べ
き
語
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
語
義
の
近
接
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
支
配
者
と
従
者
と
い
う
、

語
が
指
示
す
る
事
物
の
近
接
関
係
か
ら
成
立
し
た
表
記
で
あ
る
。

　
わ
ざ
く
れ
　
　
　
わ
ん
ざ
く
れ

　
「
閣
思
」
「
思
君
草
」
に
つ
い
て
は
『
志
不
可
起
』
（
享
保
十
二
）
の
記
述
に

　
　
　
　
　
　
ニ
ル
モ
ニ
ワ
ザ
ク
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

よ
る
と
「
生
レ
天
成
レ
佛
閣
思
君
　
燈
下
吟
レ
詩
　
痩
十
分
秋
風
不
レ
鷹
梯
二
胸

フ
霧
一
」
と
い
っ
た
漢
詩
中
の
表
現
か
ら
、
一
種
自
暴
自
棄
の
感
情
を
表
わ
す
語

「
わ
ざ
く
れ
」
の
表
記
に
あ
て
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
両
表
記
と
も
に
漢
語
の
知
識
を
前
提
と
し
た
表
記
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
し

　
借
義
用
法
は
作
者
の
独
創
性
が
強
い
表
記
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
「
冬
風
」

（
『
万
葉
集
』
）
「
真
似
　
マ
子
（
易
林
本
『
節
用
集
』
）
」
「
強
顔
　
ツ
レ
ナ
シ

私
云
難
面
強
面
（
『
色
葉
字
類
抄
』
黒
川
本
）
」
「
浮
雲
ア
ブ
ト
シ
（
易
林
本

『
節
用
集
』
）
」
「
稜
　
こ
な
す
」
（
同
）
等
の
先
行
表
記
が
認
め
ら
れ
る
。
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
｝

表
記
に
つ
い
て
は
更
に
調
査
が
必
要
で
あ
る
が
、
「
高
岡
」
の
よ
う
に
、
役
者

名
を
詠
み
込
む
為
の
臨
時
的
な
表
記
も
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

（
五
・
二
）
近
世
語
「
し
こ
な
し
」
の
表
記

表
記
さ
れ
る
和
語
の
意
味
分
野
に
つ
い
て
は
、

語
数
も
少
な
く
、
全
体
の
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

向
と
し
て
は
と
ら
え
に
く
い
。
そ
の
中
の
、
近
世
語
の
表
記
例
と
し
て
「
仕

こ
な
し

稜
」
を
と
り
あ
げ
る
。

　
「
し
こ
な
し
」
は
動
詞
「
す
る
」
に
補
助
動
詞
「
こ
な
す
」
が
加
わ
り
、
名

詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
こ
な
す
」
の
原
義
は
「
何
か
を
よ
り
細
か
く
砕
く

こ
と
」
で
あ
る
が
、
砕
く
対
象
に
は
＝
一
田
畑
や
穀
物
、
＝
二
仕
事
や
課

題
、
；
二
他
者
の
存
在
が
あ
り
、
第
一
義
の
「
こ
な
す
」
は
農
作
業
の
意
で

あ
る
が
、
以
下
語
義
が
抽
象
化
し
、
第
二
義
で
は
「
思
い
ど
お
り
に
う
ま
く
こ

な
す
」
と
い
っ
た
熟
練
性
、
第
三
義
は
「
散
々
に
人
を
や
り
こ
め
、
こ
な
す
」

と
い
っ
た
優
位
性
、
支
配
性
が
語
義
の
中
心
と
な
る
。
補
助
動
詞
と
し
て
の
用

例
は
熟
練
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
漢
字
表
記
を
室
町
期
の
節
用
集
に
見
る
と
、
第
一
義
〈
田
畑
を
こ
な

す
〉
と
第
三
義
〈
人
を
こ
な
す
〉
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
を
示
す
表
記
が
収
録
さ

れ
る
。

　
例
◎
平
懐
コ
ナ
ス
第
三
義
　
擾
コ
ナ
ス
第
一
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
饅
頭
屋
本
『
節
用
集
』
）

　
例
＠
稜
コ
ナ
ス
第
一
義
　
農
同
第
一
義
　
　
（
易
林
本
『
節
用
集
』
）

　
例
＠
罵
レ
人
ヒ
ト
ヲ
コ
ナ
ス
　
第
三
義
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
京
本
『
節
用
集
』
）

　
一
方
、
近
世
語
「
こ
な
す
」
「
し
こ
な
し
」
は
（
１
）
遊
里
に
お
け
る
遊
び
馴

れ
た
様
、
う
ま
く
座
を
と
り
し
き
る
様
、
（
２
）
役
者
の
所
作
、
と
く
に
台
詞
に

よ
ら
ず
所
作
の
み
で
十
分
に
演
ず
る
様
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
（
１
）
に



お
い
て
は
遊
里
の
状
況
、
（
２
）
に
お
い
て
は
役
柄
を
よ
く
理
解
し
て
「
思
う
が

ま
ま
に
、
う
ま
く
や
り
こ
な
す
」
と
い
う
熟
練
性
が
意
義
の
中
心
と
な
る
用
法

で
あ
る
。

　
本
資
料
の
用
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
例
＠
　
少
将
仕
成
有
分
菌
　
し
ゃ
う
し
や
う
が
し
こ
な
し
　
わ
け
あ
る
し
と

　
　
　
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
姿
記
評
林
』
大
磯
吟
）

　
例
＠
　
龍
勢
仕
稜
如
得
水
　
り
や
う
の
い
き
ほ
ひ
あ
っ
て
　
し
こ
な
し
み
づ

　
　
　
を
う
る
が
ご
と
し
　
　
　
一
『
姿
記
評
林
』
水
木
龍
之
助
　
七
化
狂
詩
）

　
例
＠
は
遊
里
語
の
「
し
こ
な
し
」
で
、
例
＠
は
芝
居
語
の
「
し
こ
な
し
」
で

あ
る
。
例
＠
の
「
穫
」
は
『
小
爾
雅
・
廣
物
』
に
「
把
謂
之
乗
、
乗
四
日
筥
、

筥
十
日
稜
」
と
あ
り
、
稲
の
束
を
指
す
こ
と
か
ら
第
一
義
の
「
こ
な
す
」
の
表

記
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
本
来
の
字
義
か
ら
外
れ
た
近
接
型
の
借
義
用
法
で

あ
る
。
又
、
表
記
の
示
す
意
義
は
第
一
義
で
あ
り
、
芝
居
語
「
し
こ
な
し
」
の

意
義
と
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
語
「
し
こ
な
す
」
は
「
こ
な
す
」
の
原

義
か
ら
大
き
く
変
化
し
た
為
、
そ
の
意
義
に
対
応
す
る
漢
字
表
記
が
な
い
ま
ま

に
様
々
な
表
記
が
成
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
同
時
期
の
他
評
判
記
の
例
を

示
す
。

　
例
＠
　
時
花
可
可
　
責
賦
な
ん
ど
い
ふ
物
を
其
ま
ま
四
行
と
し
て
初
心
、
初
會

　
　
　
の
客
の
指
南
車
と
す
。
是
、
仕
平
懐
た
る
帥
の
た
め
に
あ
ら
ず

　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
蓑
張
草
』
）

遊
里
語
「
こ
な
す
」
に
人
を
こ
な
す
義
の
「
平
懐
」
を
あ
て
る
例
で
、
こ
う
し

た
近
世
語
の
語
義
を
示
す
表
記
の
難
し
さ
が
見
て
と
れ
る
。
浮
世
草
子
に
も

「
こ
な
す
」
「
し
こ
な
す
」
の
用
例
は
多
い
が
、
仮
名
表
記
が
主
で
あ
る
。

六
　
借
音
用
法
、

借
訓
用
法

　
（
六
・
一
）
用
字
面
か
ら
見
た
借
音
用
法
、
借
訓
用
法
の
特
徴

【
表
９
・
単
独
の
借
音
用
法
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
き
　
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
け

　
　
　
　
悼
み
　
　
し
や
み
せ
ん
　
　
、
　
　
　
た
ま
　
、

　
名
詞
…
三
味
２
＝
二
絃
一
左
橿
２
　
多
磨
和
気

　
　
　
　
巨

　
動
詞
…
下
便

　
　
　
　
　
・
つ
　
る
　
さ
　
し

　
形
査
詞
…
右
流
左

　
　
　
　
　
　
き
や
し
や

　
形
容
動
詞
…
香
茶

　
　
　
　
し
や
ほ
ん
　
　
　
と
か
く
　
め
つ
た

　
副
詞
…
者
本
２
　
兎
角
　
滅
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
は
　
な
　
　
　
ま
　
く
　
ら

　
※
　
完
全
な
語
形
を
示
さ
な
い
も
の
　
　
　
下
室
　
護
南
　
満
件
羅

【
表
１
０
・
単
独
の
借
訓
用
法
】

　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

　
　
　
　
く
る
わ
　
　
、
　
　
　
た
ト

　
名
詞
…
曲
輸
　
竹
葉
　
田
鶴

　
　
　
　
　
お
も
し
ろ
し

　
形
容
詞
…
面
白
２

　
　
　
　
ひ
た
す
ら

　
副
詞
…
平
天

　
　
　
　
　
　
よ
し
よ
し

　
　
　
農
院
　
　
　
　
、

　
他
…
天
晴
２
　
吉
由

　
　
注
Ｈ
線
は
語
意
を
示
す
事
を
も
考
慮
さ
れ
た
箇
所
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
　
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
－
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
本
資
料
の
借
音
、
借
訓
用
法
の
特
徴
と
し
て
、
漢
字
の
音
形
態
の
借
り
方
が

多
蒙
化
し
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
固
定
し
た
字
訓
を
借
り
る
だ
け
で
な
く
、

く
る
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
る
ぐ
る
　
　
く
る
り

「
曲
輸
」
の
よ
う
に
、
「
曲
輸
曲
輪
」
「
曲
輸
」
か
ら
字
訓
と
し
て
定
着
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　
　
さ

な
い
音
形
態
「
く
る
」
を
借
り
る
も
の
、
「
竹
葉
」
の
よ
う
に
、
熟
字
訓
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
岸
か
二

っ
て
得
ら
れ
る
音
形
態
を
借
り
「
酒
」
の
義
を
表
わ
す
も
の
、
「
鳥
平
篭
」
の

よ
う
に
、
助
詞
「
か
や
」
の
音
形
態
を
借
り
る
も
の
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら
く
も
　
　
む
ら
さ
め
　
　
　
　
む
ら
し
ぐ
れ
　
　
、
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盾
だ
き
厚
ム
く
ら
ト
ト
　
ト
　
ト

　
ま
た
第
二
の
特
徴
と
し
て
「
香
焼
　
尤
豊
　
村
雲
　
村
雨
３
　
村
聚
　
噴

も
の
ぐ
ひ
　
　
　
て
Ｋ
だ
　
　
い
俸
は
り

物
食
　
手
管
　
域
張
」
の
よ
う
に
、
他
用
法
と
借
訓
用
法
（
傍
線
部
）
、
借
音

用
法
（
〃
）
と
他
用
法
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

音
象
徴
語
の
表
記
と
は
異
な
り
、
一
般
の
和
語
に
お
い
て
は
意
義
を
捨
象
し
語

形
の
み
を
示
す
表
記
は
成
さ
れ
に
く
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
表
記
の
多
く
は
先
行
辞
書
に
は
収
録
さ
れ
な
い
が
、

　
あ
　
し
　
　
　
　
は
　
な
　
　
　
　
ま
　
く
　
ら

「
下
室
」
「
護
南
」
「
満
件
羅
」
は
『
増
補
下
学
集
』
（
ニ
ハ
六
九
）
の
末
尾
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
う
る
さ
し

『
国
華
合
記
集
』
か
ら
の
転
写
部
分
に
見
ら
れ
、
「
右
流
左
」
は
中
世
の
説
話
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
江
談
抄
』
及
び
虎
明
本
墾
言
に
表
記
の
由
来
が
語
ら
れ
、
節
用
集
に
も
「
右

流
左
死
（
黒
本
本
）
」
「
右
流
左
止
　
見
天
神
縁
起
也
（
文
明
本
）
」
と
さ
れ
る
。

ま
さ
に
、
様
々
な
背
景
を
も
つ
表
記
が
こ
こ
に
取
り
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
六
・
２
）
意
味
分
野
か
ら
見
た
借
音
用
法
、
借
訓
用
法
の
特
徴

表
記
さ
れ
る
語
に
は
、
次
の
よ
う
な
近
世
語
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

　
　
　
　
　
　
　
く
る
わ
　
し
や
み
　
　
ざ
れ
　
　
わ
け
　
　
し
や
ほ
ん

　
《
単
独
表
記
》
　
曲
輪
　
三
味
　
左
薩
　
和
気
　
者
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
も
の
ぐ
ひ
　
　
い
き
は
り
　
　
　
　
い
な
も
の
ず
き

　
《
他
用
法
と
組
合
わ
せ
た
表
記
》
　
唄
物
食
　
域
張
２
　
否
物
好

　
き
や
ぱ
　
　
　
　
し
こ
な
し
　
　
し
こ
な
し
　
　
す
か
ん
び
ん
　
　
や
ぼ
　
　
わ
ざ
く
れ
ぱ
し
　
　
マ
マ
　
き
　
め
る

　
木
野
夫
２
　
仕
成
　
仕
稜
　
不
好
貧
　
彌
保
　
事
暮
橋
　
僑
（
悸
）
目

　
し
や
ら
く
さ
い
　
　
つ
ぼ
い
り
　
　
ま
つ
ふ
く
ら
　
　
や
み
り
み
つ
ち
や

　
晒
臭
　
坪
入
　
尤
幽
兄
　
闇
沫
楮

　
字
訓
用
法
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
近
世
語
と
の
違
い
は
、
「
す
か
ん
ぴ
ん
」

「
や
み
り
み
っ
ち
ゃ
」
の
よ
う
に
、
俗
語
的
な
性
格
を
も
ち
、
語
構
成
が
明
ら

か
で
な
い
も
の
が
多
い
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
語
に
は
、
意
義
と
語
形
を
示
す

字
訓
用
法
の
表
記
は
適
さ
な
い
。

　
ま
た
「
わ
け
」
「
や
ぼ
」
「
い
き
」
は
、
近
世
特
有
の
価
値
観
を
表
わ
し
、
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ぱ

用
頻
度
が
高
い
語
で
あ
る
。
表
記
に
関
し
て
も
、
他
資
料
に
「
野
放
（
『
反
故

　
　
　
や
　
ぼ
て
ん
　
　
　
　
や
　
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
ぽ
て
ん

集
』
）
」
「
屋
暮
天
」
「
夜
暮
」
（
『
白
増
譜
言
経
』
）
「
野
慕
天
」
（
『
史
林
残
花
』
）

等
の
異
表
記
が
見
ら
れ
、
多
様
な
表
記
の
工
夫
を
競
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
借
音
、
借
訓
用
法
が
、
一
」
う
し
た
一
種
の
流
行
語
の
表
記
に
果
た
す
役
割

は
大
き
い
と
言
え
る
。

七
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
狂
詩
中
の
和
語
の
漢
字
表
記
を
各
用
法
別
に
、
用
字
面
と
表
記

さ
れ
る
和
語
の
意
味
分
野
の
二
点
か
ら
観
察
し
た
。

　
熟
字
訓
用
法
、
字
訓
用
法
は
、
通
時
的
に
は
先
行
表
記
を
受
け
っ
ぎ
、
さ
ら

に
現
代
の
表
記
に
連
続
す
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
一
方
で
「
然
梼
（
も
え
く



い
）
」
「
容
止
（
か
ほ
ば
せ
）
」
の
よ
う
に
、
漢
字
漢
語
の
意
義
に
は
忠
実
で
あ

る
が
、
近
世
に
お
け
る
一
般
的
な
表
記
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
借
義
用
法
に
お
い
て
も
、
「
難
面
一
っ
れ
な
し
）
」
「
浮
雲
（
あ
ぶ
な
し
）
」
の

よ
う
に
、
先
行
表
記
を
受
け
っ
ぎ
広
く
用
い
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
「
河

伯
（
す
っ
ぽ
ん
）
」
の
よ
う
に
、
漢
語
と
し
て
の
典
拠
、
用
例
は
認
め
ら
れ
る

も
の
の
、
和
語
「
す
っ
ぽ
ん
」
の
表
記
と
し
て
は
他
に
用
例
が
見
つ
け
に
く
い

も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
臨
時
的
な
表
記
、
意
義
の
つ
な
が
り
が
説
明
し
に
く
い

表
記
も
こ
こ
に
は
含
ま
れ
、
そ
の
性
格
は
多
岐
に
わ
た
る
。

　
借
音
、
借
訓
用
法
に
っ
い
て
は
、
他
用
法
と
く
み
あ
わ
せ
、
熟
字
訓
用
法
、

借
義
用
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
音
形
態
を
も
借
り
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ

れ
は
前
に
見
た
音
象
徴
語
の
表
記
に
も
共
通
す
る
。

　
以
上
、
本
資
料
に
は
漢
字
、
漢
語
の
意
義
を
尊
重
し
先
行
表
記
に
倣
う
表
記

と
、
漢
字
の
音
、
訓
、
義
を
自
由
に
用
い
る
新
し
い
表
記
が
混
在
す
る
。
こ
れ

は
初
期
の
野
郎
評
判
記
に
は
な
い
特
徴
で
あ
り
、
極
端
な
場
合
に
は
、
前
者
は

衡
学
的
、
後
者
は
遊
戯
的
な
表
記
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
二
種
の
漢
字
の
用
法
の
共
存
は
、
漢
文
の
表
現
を
用
い
な
が
ら
、

内
容
に
お
い
て
は
そ
れ
を
も
じ
り
、
パ
ロ
デ
ィ
に
し
て
し
ま
う
戯
漢
文
の
あ
り

か
た
に
も
通
じ
る
近
世
の
表
記
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
、
調
査
の
幅
、

量
を
増
や
し
た
な
か
で
追
究
し
て
い
き
た
い
。

野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

注
¢
　
「
野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』
に
お
け
る
音
象
徴
語
の
漢
字
表
記
」
一
「
同
志
社
国

　
文
学
　
四
十
号
」
一
九
九
四
年
・
三
月
）

　
　
『
国
語
学
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）
「
訓
」
の
項

　
　
山
田
俊
雄
「
近
世
の
常
用
漢
字
に
つ
い
て
」
（
「
…
呈
叩
生
活
　
三
七
八
」
昭
五
八
・

　
六
月
）

＠
山
田
俊
雄
「
近
世
常
用
の
漢
字
－
『
冠
附
か
ざ
し
草
』
の
用
字
－
」
（
「
成
城
国
文

　
学
論
集
十
六
」
昭
五
九
・
六
月
）

　
　
「
物
の
正
中
を
ま
っ
ふ
く
ら
ナ
ド
云
モ
豊
字
也
」
（
『
志
不
可
起
』
）

　
　
か
き
つ
ぱ
た
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
を
や
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ｎ
あ
ひ

＠
「
杜
若
」
（
『
類
聚
名
義
抄
』
僧
上
四
十
七
）
「
揮
婿
」
一
同
佛
中
十
二
）
「
晩
鐘
」

　
た
ま
づ
さ
同
を
も
ひ
や
る

　
「
玉
礼
　
玉
章
」
「
想
像
」
（
饅
頭
屋
本
『
節
用
集
』
）

¢
山
田
俊
雄
「
熱
田
本
平
家
物
語
の
漢
字
と
そ
の
用
法
の
一
側
面
」
（
「
成
城
文
芸
十

　
二
」
昭
三
十
二
・
十
二
月
）

＠
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
日
本
書
紀
』
（
岩
波
書
店
）
頭
注

　
　
池
上
嘉
彦
『
意
味
論
』
一
大
修
館
書
店
　
二
三
六
、
二
三
九
頁
）

＠
　
「
蜆
」
は
「
蜆
、
望
也
（
小
爾
雅
・
廣
一
言
）
」
と
あ
り
、
下
の
者
が
上
に
対
し
て
乞

　
い
願
う
意
を
表
わ
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
上
か
ら
の
恩
恵
が
山
頂
か
ら
吹

　
き
下
ろ
す
風
を
連
想
さ
れ
る
か
、
と
考
え
る
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
　
調
査
対
象
の

　
　
　
　
お
し
な
ぺ
て
　
　
　
だ
ふ
も
　
　
　
か
ふ
も
　
　
　
　
二
ぱ
や

　
う
ち
、
「
安
託
」
「
右
行
」
「
左
行
」
「
小
篇
」
は
借
義
用
法
の
可
能
性
が
高
い
が
、

　
表
記
の
し
く
み
が
確
定
で
き
ず
分
類
を
保
留
す
る
。

０
　
「
護
南
　
花
也
、
下
室
葦
也
、
満
件
羅
枕
也
」
（
『
増
補
国
華
集
』
京
都
大
学

　
付
属
図
書
館
蔵
　
一
六
九
二
）

＠
蜂
谷
清
人
「
狂
言
『
右
流
左
死
』
の
題
名
と
表
記
」
（
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研

　
究
』
笠
間
書
店
）

使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

九
九



野
郎
評
判
記
『
姿
記
評
林
』

『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
に
お
け
る
和
語
の
漢
字
表
記

　
「
雨
夜
三
盃
機
嫌
」
「
姿
記
評
林
」
「
蓑
張
草
」
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
一
、
二
』

（
岩
波
書
店
）
、
『
国
賓
北
野
本
日
本
書
紀
』
（
貴
重
國
書
複
製
會
）
、
「
好
色
一
代
女
」

「
好
色
一
代
男
」
『
定
本
西
鶴
全
集
一
、
二
、
』
（
中
央
公
論
杜
）
、
『
志
不
可
起
・
近
世

文
学
資
料
類
聚
七
』
『
反
故
集
・
近
世
文
学
資
料
類
聚
四
七
』
（
勉
誠
社
）
、
「
白
増
譜

言
経
」
「
史
林
残
花
」
「
両
巴
后
言
」
『
酒
落
本
大
成
二
（
中
央
公
論
社
）
、
正
宗
敦

夫
『
類
聚
名
義
抄
」
（
風
問
書
房
）
、
中
田
祝
夫
『
色
葉
字
類
抄
　
研
究
並
び
に
総
合

索
引
』
（
〃
）
、
中
田
祝
夫
『
古
本
節
用
集
六
種
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
（
〃
）
、
中

田
祝
夫
『
文
明
本
節
用
集
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
（
桜
楓
社
）
、
中
田
祝
夫
・
小
林

祥
次
郎
『
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
総
合
索
引
』
（
風
間
書
房
）
、
北
恭
昭
『
倭

玉
篇
五
本
和
訓
集
成
』
（
汲
古
書
院
）
『
大
宋
重
修
広
韻
』
（
中
文
出
版
社
）
、
『
廣
韻
』

（
〃
）
、
『
詩
経
　
新
釈
漢
文
大
系
』
（
明
治
書
院
）
、
『
捜
神
記
　
叢
書
集
成
新
編
八

こ
（
新
文
豊
出
版
公
司
）
、
『
古
今
注
　
増
訂
漢
魏
叢
書
四
』
（
大
化
書
局
）
、
「
小
爾

雅
」
『
和
刻
本
辞
書
字
典
集
成
巻
一
』
（
汲
古
書
院
）

一
〇
〇
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