
伝
能
因
本
枕
草
子
第
二
八
六
段
に
お
け
る

「
舟
に
乗
り
て
あ
り
く
人
」
の
一
部
私
解

寄
旨
。
器
＝
§
。
壱
器
僧
豊
。
コ
。
州
｝
。
寄
旨
。
｛
、
、
害
需
－
夢
Z
9
日
。
・
〉
鼻
ロ
ー
震
8
．
、
言

Q。

潤
E
8
＝
a
Z
o
ぼ
旨
げ
。
昌
§
§
§
ミ
0
8
謝
ミ
℃
Z
ρ
b
⇒
◎
。
①

　
私
は
近
著
『
平
安
朝
文
学
と
そ
の
周
辺
』
の
中
で
、
枕
草
子
の
伝
能
豊
本
第

二
八
六
段
「
う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
」
の
一
部
私
解
を
公
表
し
た
が
、
本
稿
は

そ
の
続
編
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
り
、
本
文
を
掲
げ
る
。

　
　
思
へ
ぽ
、
舟
に
乗
り
て
あ
り
く
人
ぽ
か
り
ゆ
ゆ
し
ぎ
も
の
こ
そ
な
け
れ
。

　
　
よ
ろ
し
き
深
さ
に
て
だ
に
、
さ
る
は
か
な
き
も
の
に
乗
り
て
、
漕
ぎ
行
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ひ
ろ

　
　
べ
き
も
の
に
ぞ
あ
ら
ぬ
や
。
ま
し
て
そ
こ
ひ
も
知
ら
ず
、
千
尋
な
ど
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ぎ
は

　
　
ら
む
に
、
物
い
と
積
み
入
れ
た
れ
ぽ
、
水
際
は
一
尺
ば
か
り
だ
に
な
き

　
　
　
　
げ
　
す

　
　
に
、
下
衆
ど
も
の
、
い
さ
さ
か
お
そ
ろ
し
と
も
思
ひ
た
ら
ず
走
り
あ
り

　
　
き
、
つ
ゆ
あ
ら
く
も
せ
ぽ
沈
み
や
せ
む
と
思
ふ
に
、
大
き
な
る
松
の
木
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
つ
む
つ

　
　
ど
の
、
二
三
尺
ぽ
か
り
に
て
ま
う
な
る
を
、
五
六
ほ
う
ほ
う
と
投
げ
入
れ

　
　
な
ど
す
る
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
（
四
三
四
・
四
三
五
頁
）

鈴
　
木
　
弘
　
道

【
通
釈
】
考
え
て
み
る
と
、
舟
に
乗
っ
て
往
来
す
る
（
水
上
生
活
を
し
て
い

る
）
人
ほ
ど
、
恐
ろ
し
い
も
の
は
な
い
。
あ
ま
り
深
い
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い

所
で
さ
え
、
あ
の
よ
う
な
頼
り
な
い
物
に
乗
っ
て
、
漕
い
で
行
く
こ
と
が
で
き

そ
う
な
も
の
で
な
い
の
だ
よ
。
な
お
さ
ら
、
底
の
果
て
も
わ
か
ら
ず
、
千
尋
な

ど
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
に
、
（
舟
に
）
物
を
と
て
も
た
く
さ
ん
積
み
込
ん

で
あ
る
の
で
、
水
面
か
ら
船
べ
り
ま
で
は
一
尺
ほ
ど
さ
え
な
い
の
に
、
身
分
の

　
　
ふ
な
に
ん
ぷ

低
い
船
人
夫
た
ち
が
、
少
し
も
恐
ろ
し
い
と
も
思
っ
て
い
ず
に
（
平
気
で
）
、

（
舟
の
中
を
）
走
り
ま
わ
り
、
（
ま
た
）
ち
ょ
っ
と
で
も
乱
暴
な
ふ
う
に
も
扱
う

な
ら
ぽ
、
（
舟
が
）
沈
み
も
す
る
だ
ろ
う
か
と
心
配
す
る
の
に
、
大
き
な
松
の

木
な
ど
で
、
（
直
径
）
二
・
三
尺
く
ら
い
で
丸
い
の
を
、
五
本
六
本
、
ぽ
一
ん

ぽ
一
ん
と
（
音
を
立
て
て
、
舟
の
中
に
）
投
げ
込
み
な
ど
す
る
の
は
全
く
肝
が

つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
恐
ろ
し
く
て
（
ひ
ど
い
）
も
の
で
あ
る
。
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三瓶因本枕草子第二八六段における「舟に乗りてありく人」の一部私解

【
語
釈
】
　
○
あ
り
く
　
場
所
を
移
動
し
て
ま
わ
る
意
。
田
中
重
太
郎
先
生
著

『
枕
冊
子
全
注
釈
』
（
以
下
、
『
全
注
釈
』
と
呼
称
。
）
第
一
巻
九
六
・
九
七
頁
参

照
。○

ゆ
ゆ
し
き
も
の
　
こ
こ
の
「
ゆ
ゆ
し
」
は
、
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
意
。
『
全

注
釈
』
第
一
巻
九
八
頁
参
照
。
「
い
ま
く
し
く
恐
ろ
し
き
心
な
り
」
（
『
春
曙

抄
』
）
。

○
よ
ろ
し
き
深
さ
　
か
な
り
の
深
さ
・
並
み
一
通
り
の
深
さ
。
「
大
か
た
な
る

深
さ
に
て
も
と
也
」
（
『
春
曙
抄
』
）
。
「
よ
し
」
「
よ
ろ
し
」
「
わ
う
し
」
「
あ
し
」

の
順
に
、
優
良
か
ら
次
第
に
最
悪
に
下
が
っ
て
行
く
。
「
よ
ろ
し
」
に
つ
い
て

は
、
『
全
注
釈
』
第
一
巻
二
〇
二
頁
参
照
。

○
さ
る
は
か
な
き
も
の
　
こ
こ
は
、
「
舟
」
を
さ
す
。
「
さ
る
」
は
、
底
本
「
さ

ま
」
。
三
巻
本
・
前
田
本
に
よ
り
校
訂
。
『
春
曙
抄
』
本
文
「
さ
ま
」
に
、
「
イ

さ
る
」
と
施
注
し
、
『
通
釈
』
『
新
釈
』
な
ど
そ
の
イ
本
文
に
よ
っ
て
「
さ
る
」

と
改
訂
し
た
注
釈
書
も
な
い
で
は
な
い
が
、
右
の
『
春
曙
抄
』
本
文
に
よ
っ
て

注
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
数
見
ら
れ
る
。
「
ま
」
（
満
）
と
「
る
」
（
流
）
の
草

体
の
酷
似
に
よ
る
異
同
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
に
か
く
、
「
さ

ま
」
と
あ
る
底
本
は
退
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
田
中
先
生
著
『
枕
冊
子
本
文
の

研
究
』
七
九
六
頁
に
よ
る
）
。

○
漕
ぎ
行
く
べ
き
も
の
に
ぞ
あ
ら
ぬ
や
　
　
「
べ
き
」
は
、
可
能
の
助
動
詞
「
べ

し
」
の
連
体
形
。
「
に
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
。
「
や
」

は
、
詠
嘆
の
終
助
詞
。

○
ま
し
て
　
「
層
・
な
お
さ
ら
に
・
も
っ
と
、
の
意
。
時
枝
誠
記
氏
著
『
古
典

解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
（
『
日
本
文
学
教
養
講
座
』
第
十
四
巻
）
に
、

　
　
「
ま
し
て
」
は
、
動
詞
「
ま
す
」
（
ま
す
）
の
連
用
形
に
接
績
助
詞
「
て
」

　
　
の
附
い
た
も
の
で
、
本
来
、
物
或
は
物
の
度
合
の
増
す
こ
と
を
云
っ
た
語

　
　
で
、
現
代
語
の
、
「
況
ん
や
」
と
い
ふ
や
う
な
意
味
と
は
異
な
る
の
で
あ

　
　
る
。
從
っ
て
こ
の
語
は
、
一
般
に
動
詞
連
用
形
に
「
て
」
が
附
い
た
も
の

　
　
と
同
様
に
、
被
修
飾
語
を
想
定
し
て
解
繹
す
べ
き
で
あ
る
。
（
一
五
五
・
一

　
　
五
六
頁
）

ま
た
、
同
氏
・
増
渕
恒
吉
自
著
『
古
典
の
解
釈
文
法
』
に
、

　
　
「
ま
し
て
」
は
、
文
中
に
用
い
ら
れ
た
時
は
、
述
語
の
状
態
や
作
用
が
、

　
　
一
層
多
く
な
る
こ
と
を
表
わ
す
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
（
「
増
し

　
　
て
」
の
意
）
、
文
の
初
め
に
用
い
ら
れ
る
時
は
、
前
文
を
受
け
て
、
「
前
文

　
　
の
事
に
も
増
し
て
」
の
意
と
な
り
、
接
続
詞
の
機
能
を
持
つ
。
（
中
略
）

　
　
　
雨
う
ち
降
り
た
る
は
、
ま
し
て
つ
れ
づ
れ
な
り
（
枕
草
子
、
つ
れ
づ
れ

　
　
　
な
る
も
の
）
。

　
　
　
烏
の
…
…
飛
び
ゆ
く
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た

　
　
　
る
が
、
い
と
ち
ひ
さ
く
見
ゆ
る
、
い
と
を
か
し
（
枕
草
子
、
春
は
曙
）
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

○
そ
こ
ひ
も
知
ら
ず
　
「
そ
こ
ひ
な
し
」
と
同
義
で
、
は
て
が
な
い
・
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
へ

て
深
い
、
の
意
。
「
そ
こ
ひ
」
は
、
「
ソ
コ
イ
」
と
発
音
す
る
。
「
底
方
」
の
転

と
い
う
説
も
あ
る
が
、
「
そ
こ
」
に
接
尾
語
「
ひ
」
が
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
「
底
意
」
（
『
労
註
』
）
説
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。
深
い
底
・
果
て
。
普
通
、

際
限
の
意
に
用
い
ら
れ
る
。
『
古
今
集
』
巻
第
十
四
恋
歌
四
に
、
「
そ
こ
ひ
な
き
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鈴木弘道
淵
や
は
騒
ぐ
山
川
の
浅
き
瀬
に
こ
そ
あ
た
波
は
立
て
」
。

　
　
　
　
ひ
ろ

○
千
尋
　
「
尋
」
は
、
「
ひ
ろ
ぐ
」
の
「
ひ
ろ
」
で
両
手
を
左
右
へ
伸
ば
し
ひ
ろ

げ
た
長
さ
、
お
よ
そ
六
尺
（
約
一
メ
ー
ト
ル
八
○
セ
ン
チ
、
↓
尺
は
○
・
三
〇
三

メ
ー
ト
ル
）
を
い
う
。
「
つ
か
」
（
束
）
が
手
で
「
つ
か
む
」
の
「
つ
か
」
で
指

四
本
揃
え
た
長
さ
を
い
う
の
と
同
様
で
あ
る
。
「
千
尋
」
は
、
は
か
り
難
い
ほ

ど
、
き
わ
め
て
長
い
、
ま
た
は
深
い
こ
と
を
い
う
。

○
水
際
　
舟
べ
り
か
ら
海
面
ま
で
の
間
。

○
下
衆
ど
も
　
「
下
衆
」
は
「
下
種
」
「
下
司
」
「
下
主
」
と
も
書
き
、
「
上
衆
」

（
貴
人
の
称
）
の
対
。
身
分
の
低
い
者
・
素
姓
の
卑
し
い
者
。
召
使
い
・
し
も

べ
、
の
意
の
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
は
、
船
人
夫
を
さ
し
て
い
う
。
「
ど
も
」

は
、
複
数
を
表
す
接
尾
語
。

○
つ
ゆ
　
副
詞
。
少
し
で
も
。
下
に
打
消
の
語
を
伴
う
場
合
は
、
少
し
も
・
ち

っ
と
も
、
の
意
と
な
る
。

○
大
き
な
る
松
の
木
な
ど
の
…
…
　
「
な
ど
の
」
の
「
の
」
は
、
同
格
を
表
す

格
助
詞
。
「
松
の
木
」
と
い
え
ぽ
、
「
松
の
板
」
と
記
し
て
い
な
い
以
上
、
「
ま

う
な
る
」
も
の
と
当
然
わ
か
り
き
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
下
に
わ
ざ
わ

ざ
「
ま
う
な
る
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
二
三
尺
ぽ
か
り
」
は
、
直
径
が
二

三
尺
ぐ
ら
い
（
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
ま

で
）
あ
る
と
解
し
た
い
。
塩
田
『
評
釈
』
は
「
径
二
、
三
尺
」
、
『
大
系
』
は

「
さ
し
わ
た
し
二
、
三
尺
」
と
解
く
。
「
ま
う
な
る
」
は
、
形
容
動
詞
「
ま
う
な

り
」
（
円
な
り
・
丸
な
り
）
の
連
体
形
で
、
「
ま
う
な
り
」
は
、
ま
る
い
、
の

意
。
こ
の
「
二
三
尺
ぐ
ら
い
」
が
も
し
長
さ
を
い
う
の
で
あ
れ
ぽ
、
単
に
「
二

三
尺
ぽ
か
り
な
る
」
と
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
諸
注
釈
書
は
、
特
に

「
長
さ
」
と
断
わ
っ
て
い
る
も
の
（
『
新
里
』
『
心
入
』
『
評
解
』
『
角
文
』
『
全
集
』

『
旺
文
』
な
ど
）
や
何
も
断
わ
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
。

○
ほ
う
ほ
う
と
　
材
木
を
投
げ
込
む
音
の
形
容
で
擬
音
語
（
擬
声
語
）
の
副

詞
。
『
全
注
釈
』
第
一
巻
一
九
〇
頁
参
照
。
『
落
窪
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
く
そ
　
　
　
　
　
　
お
ほ
　
　
　
　
う
へ

本
）
巻
之
↓
に
、
「
か
さ
を
ほ
う
ほ
う
と
打
て
ば
、
廉
の
い
と
多
か
る
上
に

　
　
　
　
み

か
父
ま
り
居
ぬ
。
」
と
あ
る
文
中
の
「
ほ
う
ほ
う
と
」
に
つ
き
、
松
尾
聡
氏
は

次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

　
　
底
本
「
は
う
く
」
と
あ
る
の
を
、
仮
に
改
め
た
。
全
書
本
大
成
本
（
久

　
　
老
本
も
）
「
ほ
う
ほ
う
」
。
代
行
の
音
は
P
音
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
上

　
　
代
に
す
で
に
F
音
に
変
っ
た
ら
し
い
が
、
擬
声
語
は
、
P
音
を
の
こ
し
た

　
　
も
の
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
元
来
日
本
語
に
は
擾
音
が
な
い
の
で
、
擬
声
語

　
　
に
の
み
用
い
た
擾
音
の
表
記
に
は
古
く
は
「
う
」
を
用
い
た
。
従
っ
て

　
　
「
ほ
う
」
は
今
日
の
表
記
で
は
「
ぼ
ん
」
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
つ
と
に
、
亀
井
孝
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
「
う
」
に
つ
き
、
「
東
京
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

国
語
国
文
学
会
　
研
究
発
表
要
旨
」
の
「
『
孤
コ
ン
コ
ン
』
と
題
し
て
話
し
た

こ
と
ど
も
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
五
・
二
月
号
）
に
お
い
て
、

　
　
「
コ
ン
」
の
形
は
、
最
も
遡
っ
て
も
室
町
時
代
、
大
組
は
江
戸
時
代
以
降

　
　
に
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
室
町
時
代
へ
か
け
て
は
、

　
　
「
こ
う
」
の
形
で
文
献
に
あ
ら
は
れ
る
（
散
木
奇
再
集
、
今
昔
物
語
集
、
沙

　
　
　
ハ
マ
マ
　

　
　
鐙
革
・
曾
我
物
語
）
。
奈
良
時
代
に
至
る
と
、
例
が
乏
し
く
な
っ
て
、
い

　
　
さ
x
か
の
假
説
の
上
に
勢
望
を
設
け
て
解
繹
を
お
し
す
x
め
ね
ぽ
な
ら
ぬ
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憾
み
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
一
難
、
萬
葉
集
三
八
二
四
番
の
歌
に
「
許

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
武
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
左
註
か
ら
み
て
「
狐
聲
」
を
暗
示
し
た
技
巧
と

　
　
考
へ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ぽ
、
「
許
武
」
と
「
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
ン
」
と
の
中
間
の
「
こ
う
」
も
、
や
は
り
鼻
音
を
伴
っ
た
獲
音
で
似
て
實

　
　
現
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
も
っ
と
も
、
さ
う
い
ふ
意
味
の
解
繹

　
　
も
、
す
で
に
存
し
な
い
で
は
な
い
（
吉
澤
義
則
、
國
語
史
概
説
、
六
二
頁
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
下
）
。
し
か
し
、
そ
の
解
繹
は
、
「
ン
」
の
音
を
あ
ら
は
す
の
に
「
ウ
」
の

　
　
文
字
を
借
り
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
問
題
を
「
ン
」
と
い
ふ

　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
便
力
）

　
　
文
字
に
職
掌
し
た
に
す
ぎ
ず
、
「
ン
」
の
音
債
の
歴
史
は
、
結
局
、
考
慮

　
　
さ
れ
て
み
な
い
。
こ
れ
に
封
し
て
、
わ
た
く
し
は
、
直
接
、
「
ウ
」
に
封

　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
、
鼻
音
～
U
を
擬
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
解
く
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
（

　
　
い
か
と
考
へ
た
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
田
中
先
生
の
著
『
枕
冊
子
本
文
の
研
究
』
に
見
え
る
説

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
こ
の
冊
子
　
す
さ
ま
じ
き
も
の
　
の
段
の
、

　
　
　
　
か
な
ら
く
　
　

も
と
　
　
　
　

ま
　
　
　

く
お
と

　
　
　
又
、
必
ず
来
べ
き
人
の
許
に
、
車
を
や
り
て
待
つ
に
、
入
り
来
る
回
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
る
ま

　
　
　
れ
ぽ
、
さ
な
な
り
と
、
人
人
出
で
て
見
る
に
、
車
や
ど
り
に
入
れ
て
、

　
　
　
な
が
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
　
較
ほ
う
と
う
ち
お
ろ
す
を
、
「
い
か
な
る
ぞ
」
と
問
へ
ば
、
（
岩
波
文
庫

　
　
　
本
　
上
巻
　
九
六
－
九
七
頁
）

　
　
の
「
ほ
う
と
」
や
　
う
ち
と
く
ま
じ
き
も
の
　
の
段
に
見
え
る
、

　
　
　
オ
ホ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ろ
　
　
　
　
　
　
　
イ
ツ
ツ
ハ
ツ
　

　
　
　
大
な
る
松
の
木
な
ど
の
二
三
尺
ぽ
か
り
に
て
円
な
る
を
、
五
六
ほ

　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
イ
レ

　
　
　
う
く
と
投
げ
入
な
ど
す
る
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
（
下
巻
　
一
〇
二
頁
）

　
　
の
「
ほ
う
く
と
」
は
、
落
窪
物
語
巻
二
の

　
　
　
顔
つ
き
た
だ
駒
の
や
う
に
、
鼻
の
い
ら
ら
ぎ
た
る
事
か
ぎ
り
な
し
。
d

　
　
　
う
と
引
き
て
引
き
は
な
れ
て
い
ぬ
べ
き
顔
し
た
り
。

　
　
の
「
ひ
う
と
」
が
い
ま
の
「
ひ
ん
と
」
に
近
い
音
を
写
し
て
み
る
と
い
は

　
　
れ
る
一
も
つ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
橋
本
進
吉
博
士
に
「
ひ
う
と
」

　
　
は
「
い
う
と
」
が
正
し
い
本
文
で
あ
ろ
う
と
い
う
説
（
「
国
文
学
叢
話
」

　
　
所
収
『
馬
の
鳴
き
声
そ
の
他
』
が
あ
り
、
所
弘
氏
に
も
同
様
の
説
が
あ
る
。

　
　
『
い
う
な
ど
』
［
日
本
古
典
全
書
月
報
］
）
1
と
は
異
な
り
、
「
ぽ
ん
と
」
あ

　
　
る
い
は
「
ぽ
ん
と
」
「
ぽ
ん
ぽ
ん
と
」
ま
た
は
「
ぽ
ん
ぽ
ん
と
」
の
音
を

　
　
写
し
て
み
る
の
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
こ
の
「
こ
ほ
こ
ほ
」
や
「
こ
ほ
め

　
　
く
」
が
「
こ
ぽ
こ
ぽ
と
」
「
こ
ぼ
め
く
」
あ
る
い
は
「
こ
ぽ
こ
ぽ
と
」
「
こ

　
　
ぼ
め
く
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
。

　
　
（
落
窪
物
語
巻
一
の
「
か
く
立
て
る
は
な
ぞ
、
居
侍
れ
と
て
、
笠
を
ほ
う
く

　
　
と
う
て
ぽ
、
尿
の
い
と
多
か
る
上
に
か
が
ま
り
ぬ
。
」
と
あ
る
の
も
「
ほ

　
　
ん
く
と
」
「
ぼ
ん
く
と
」
の
例
で
あ
る
。
）
（
七
七
三
・
七
七
四
頁
）

○
投
げ
入
れ
　
『
新
解
』
は
、

　
　
舟
の
中
へ
な
げ
込
む
の
で
あ
る
。
こ
し
は
荷
物
船
を
描
写
し
て
い
る
。

と
解
き
、
塩
田
『
評
釈
』
も
、
「
鑑
賞
」
の
中
に
、

　
　
な
ぎ
と
あ
れ
と
の
変
化
、
板
子
一
枚
下
は
地
獄
と
い
う
海
上
生
活
が
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
　
な
り
克
明
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
生
々
の
風
情
、
た
と
え
ぽ
積
荷
の
あ
り

　
　
む
　
　
む

　
　
さ
ま
、
碇
泊
の
船
々
に
と
ぼ
る
灯
、
あ
る
い
は
港
の
暁
、
こ
う
い
つ
た
情

　
　
景
描
写
は
、
お
そ
ら
く
作
者
の
実
感
で
あ
ろ
う
。
（
圏
点
鈴
木
、
六
四
八
頁
）
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鈴木弘道
と
評
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
解
環
』
五
に
は
、
「
諸
注
が
、
こ
の
松
丸
太
の
実
体
が
何
で
あ

り
、
何
を
目
的
と
し
て
、
誰
が
何
処
へ
大
ぎ
な
松
丸
太
を
五
本
も
六
本
も
、
ボ

ン
ボ
ン
と
投
げ
込
む
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
文
章
の
内
容

を
、
果
た
し
て
理
解
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
」
（
二
六
五
頁
）
に
疑
問

を
抱
か
れ
た
著
者
萩
谷
朴
氏
は
、
若
き
日
の
貴
重
な
体
験
に
基
づ
い
て
、
「
こ

の
松
丸
太
は
決
し
て
積
荷
で
は
な
い
。
防
舷
材
と
し
て
舷
側
に
装
備
さ
れ
た
松

丸
具
な
の
で
あ
る
。
」
（
二
六
六
頁
）
と
結
論
さ
れ
、
そ
の
「
防
舷
材
」
の
具
体

的
説
明
と
、
本
文
箇
所
の
実
体
に
つ
き
、
「
付
図
」
を
掲
げ
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
お
ら
れ
る
。
（
『
集
成
』
は
そ
の
要
約
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
う
げ
ん
ぶ
つ

　
　
今
日
の
船
乗
仲
間
で
は
こ
れ
を
、
正
し
く
は
海
軍
用
語
の
「
防
舷
物
」
と

　
　
い
う
呼
称
に
よ
っ
て
呼
び
、
俗
に
は
「
ペ
ン
ド
ル
」
と
称
し
て
い
る
と
の

　
　
こ
と
で
あ
る
。
船
が
接
岸
も
し
く
は
、
接
舷
し
ょ
う
と
す
る
時
に
、
直
接

　
　
衝
突
し
て
舷
を
痛
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
舟
子
は
、
舷
の
棚
板
の
上

　
　
を
猿
の
よ
う
に
伝
い
走
っ
て
、
こ
の
防
舷
物
を
次
々
に
、
ボ
ン
ボ
ン
と
海

　
　
へ
ほ
り
込
む
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
防
謡
物
は
、
片
方
の
端
近
く
穴
が
あ

　
　
け
ら
れ
て
、
そ
の
穴
に
麻
綱
を
通
し
て
舷
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

　
　
で
、
海
に
投
げ
込
む
と
、
舷
側
に
垂
直
に
ブ
ラ
下
が
っ
て
、
防
舷
の
機
能

　
　
を
果
た
す
わ
け
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
本
文
個
所
の
実
体
に
就
い
て
、

　
　
些
か
で
も
具
体
的
な
説
明
を
試
み
た
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　
最
新
の
松
尾
全
集
す
ら
、

　
　
　
　
大
き
な
松
の
木
な
ど
の
、
長
さ
二
、
三
尺
ぐ
ら
い
で
丸
い
の
を
、
五

　
　
　
　
つ
六
つ
、
ぽ
ん
ぽ
ん
と
舟
の
中
に
投
げ
入
れ
な
ど
す
る
の
こ
そ
、

　
　
と
口
訳
し
、
岸
上
大
系
は
、

　
　
　
　
さ
し
わ
た
し
二
、
三
尺
も
あ
っ
て
丸
い
ま
ま
の
木
を
五
、
六
本
、
ぽ

　
　
　
　
ん
ぼ
ん
投
げ
入
れ
な
ど
す
る
の
は
、

　
　
と
説
明
し
て
い
る
が
、
船
積
み
す
る
程
の
形
材
な
ら
ぽ
、
直
径
は
と
も
か

　
　
く
、
長
さ
は
ニ
メ
ー
ト
ル
乃
至
五
メ
ー
ト
ル
も
な
け
れ
ぽ
、
木
材
と
し
て

　
　
の
価
値
は
な
い
か
ら
、
長
さ
が
二
、
三
尺
で
は
全
く
意
味
が
な
か
。
そ
こ

　
　
で
、
そ
の
不
当
を
補
う
た
め
に
、
さ
し
わ
た
し
二
、
三
尺
と
い
う
意
見
も

　
　
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
直
径
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
乃
至
一
型
ー
ト

　
　
ル
近
く
も
あ
っ
て
、
そ
の
直
径
に
ふ
さ
わ
し
く
長
さ
が
ニ
メ
ー
ト
ル
乃
至

　
　
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
よ
う
な
巨
材
を
、
ど
う
し
て
ボ
ン
ボ
ン
投
げ
込
む
こ

　
　
と
が
出
来
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
二
六
六
－
二
六
八
頁
）

こ
れ
は
、
一
般
の
国
文
学
者
の
全
く
想
像
も
つ
か
な
い
萩
谷
氏
自
身
の
い
わ
れ

る
「
明
解
」
な
る
新
説
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
以
下
に
、
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　
一
体
、
こ
の
よ
う
な
「
防
舷
材
」
な
る
も
の
は
、
現
在
は
と
も
か
く
、
清
少

納
言
の
時
代
に
、
は
た
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念

な
が
ら
船
の
知
識
が
乏
し
い
の
で
一
応
、
手
っ
取
り
早
く
、
渋
沢
敬
三
氏
編
著

『
絵
巻
物
に
よ
る
日
本
常
民
生
活
絵
引
』
（
以
下
『
絵
引
』
と
呼
称
。
）
に
見
え
る

船
の
若
干
を
調
査
す
る
と
、
ま
ず
、
『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
に
描
か
れ
た
、

『
絵
引
』
第
一
巻
一
六
二
図
の
平
安
末
期
頃
の
内
海
航
路
大
型
船
に
は
、
「
防
舷

材
」
ら
し
い
も
の
は
な
く
、
萩
谷
氏
の
「
付
図
」
に
お
け
る
「
防
舷
材
」
の
保
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伝能因本枕草子第二八六段における「舟に乗りてありく人」の一部私解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
が
い
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
た

管
場
所
に
相
当
す
る
箇
所
は
、
船
椎
（
船
棚
・
船
端
・
舷
な
ど
と
も
い
う
。
）
と

な
っ
て
い
て
、
「
角
材
を
く
み
梯
状
の
張
出
を
つ
け
旛
床
に
し
て
い
る
。
こ
の

上
に
板
を
な
ら
べ
て
足
場
を
も
う
け
、
そ
こ
に
人
が
な
ら
ん
で
櫓
を
つ
か
う
」

（
一
九
八
頁
）
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
船
は
屋
形
を
設
置
し
た
十
挺
櫓

の
帆
船
で
、
「
付
図
」
と
は
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
⊃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ぶ
ね

遍
聖
王
』
（
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
）
に
は
、
大
小
の
漁
船
・
客
船
・
荷
船
（
商

船
）
・
家
船
な
ど
が
い
く
つ
か
描
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
防
舷
材
」
な

ど
は
見
ら
れ
な
い
。
特
に
、
『
絵
引
』
第
二
巻
二
四
九
図
に
見
え
る
、
米
俵
を

た
く
さ
ん
積
ん
だ
小
型
商
船
は
、
「
厳
島
神
社
ま
え
の
船
。
（
中
略
）
創
船
の
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
り
ふ
ね

囲
に
波
よ
け
の
棚
の
つ
い
た
準
構
造
船
（
鈴
木
注
、
「
創
船
式
の
船
底
材
に
舷
側

板
を
つ
け
た
形
式
。
」
あ
る
い
は
、
「
船
体
の
幅
を
広
く
す
る
た
め
、
外
側
に
開
い
た

舷
側
板
を
入
れ
」
る
こ
と
も
あ
る
。
［
『
週
刊
朝
日
百
科
　
日
本
の
歴
史
』
中
世
n
一

一
〇
頁
］
）
で
、
櫓
も
2
挺
あ
り
、
両
舷
に
は
苫
様
の
波
除
け
の
垣
が
つ
く
ら

れ
て
い
る
。
（
中
略
）
商
船
は
荷
を
積
む
の
を
主
目
的
と
し
、
便
を
借
る
人
が

あ
れ
ぽ
の
せ
た
。
」
（
一
四
六
頁
）
と
い
う
か
ら
、
清
少
納
言
の
見
た
「
物
い
と

積
み
入
れ
」
た
荷
船
も
、
こ
の
船
に
よ
っ
て
、
同
様
と
言
え
な
い
な
が
ら
も
、

想
像
で
き
な
い
で
も
な
か
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
『
墨
引
』
第
二
巻
二
五
〇
図

の
船
は
、
「
兵
庫
沖
の
船
の
さ
ま
。
（
中
略
）
船
べ
り
に
棚
が
と
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
波
除
け
と
し
て
利
用
す
る
と
と
も
に
そ
こ
で
櫓
を
こ
い
だ
。
（
中
略
）

帆
柱
は
1
本
で
蒲
帆
を
張
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
胴
の
間
に
は
米

俵
が
た
く
さ
ん
積
ん
で
あ
り
、
表
に
は
乗
客
が
の
っ
て
い
る
。
客
船
で
は
な
く

荷
物
運
搬
を
主
と
し
た
船
に
便
を
か
り
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
「
四
八
頁
）

と
解
説
さ
れ
、
荷
船
で
あ
っ
て
も
帆
船
で
あ
る
点
、
清
少
納
言
の
い
う
荷
船
と

大
分
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
も
の
の
、
「
防
舷
材
」
は
全
く
取
り
付
け
ら

れ
て
い
な
い
。

　
か
く
て
、
絵
巻
物
に
よ
る
限
り
、
平
安
時
代
末
期
に
な
っ
て
も
「
付
図
」
に

あ
る
よ
う
な
新
案
の
「
防
舷
材
」
な
る
も
の
が
荷
船
に
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
清
少
納
言
の
時
代
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
実

際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
し
か
も
、
特
に
そ
の
よ
う
な
「
防
舷
材
」
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
付
図
」
自
体
の
出
典
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の

は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
絵
巻
物
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
船
や
船
具
が
描
か
れ
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
「
防
舷
材
」
を
設
け
た
荷
船
が

実
際
に
運
航
し
て
い
た
と
し
て
も
、
偶
然
、
描
き
漏
ら
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
こ
と
を
想
像
し
て
、
念
の
た
め
、
『
古
事
類
苑
』
器
用
部
二
十
五
「
舟

上
」
「
舟
下
筏
囲
囚
」
を
調
査
し
た
が
、
や
は
り
「
防
舷
材
」
に
相
当
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
全
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
清
少
納
言
の
、
こ
の
場
面
で
描
く
船
は
、
「
物
い
と
積
み
入
れ
た
れ

ぽ
、
」
と
あ
る
か
ら
、
前
掲
『
異
質
』
第
二
巻
二
四
九
図
・
二
五
〇
図
の
コ

遍
聖
絵
』
の
よ
う
に
、
何
人
か
の
乗
客
が
乗
っ
て
い
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、

ま
た
、
帆
船
で
あ
る
か
ど
う
か
は
論
外
と
し
て
、
少
な
く
と
も
荷
船
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ぎ
は

と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
荷
船
は
「
水
際
は
一
尺
ぽ
か
り
だ
に
な

き
」
沈
没
の
危
険
き
わ
ま
り
な
い
状
態
で
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
「
い
み
じ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
に
も
か
か
お
ら
ず
、
さ
ら
に
「
下
衆
ど
も
」
が
「
い
み
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じ
」
き
行
動
を
起
こ
す
光
景
で
あ
る
こ
と
も
ま
ち
が
い
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な

時
、
も
し
、
萩
谷
氏
説
の
と
お
り
、
「
大
き
な
る
松
の
木
な
ど
の
、
二
三
尺
ぽ

か
り
に
て
ま
う
な
る
」
「
防
舷
材
」
（
氏
は
「
大
体
直
径
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
、
長
さ
　
メ
ー
ト
ル
前
後
の
松
丸
太
」
と
説
か
れ
る
。
）
を
「
次
々
に
、
ボ
ン
ボ

ン
と
海
へ
ほ
り
込
む
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
荷
船
に
対
す
る
影
響
な
ど
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

僅
か
に
船
を
揺
れ
動
か
せ
る
程
度
で
あ
り
、
「
下
衆
ど
も
」
の
行
動
と
し
て
も

決
し
て
「
あ
ら
く
も
」
何
と
も
な
い
は
ず
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
防
舷
材
」
の

重
量
だ
け
船
は
軽
く
な
り
、
そ
れ
を
見
て
い
る
清
少
納
言
も
、
「
い
み
じ
」
ど

こ
ろ
か
嬉
し
く
な
っ
て
安
心
感
に
胸
を
撫
で
下
ろ
す
に
ち
が
い
な
い
。
し
か

も
　
萩
谷
氏
は
、

　
　
幼
少
な
清
少
納
言
を
待
た
ず
と
も
、
瀬
戸
内
海
で
の
巡
航
船
が
、
今
將
に

　
　
埠
頭
に
接
岸
し
よ
う
と
す
る
時
、
船
は
ま
る
で
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
か
の
よ

　
　
う
に
加
速
し
て
岸
壁
に
近
付
く
、
船
員
は
、
文
字
通
り
猿
の
如
く
棚
板
の

　
　
上
を
伝
い
走
っ
て
、
防
舷
材
を
手
荒
く
ボ
ソ
ボ
ソ
と
ほ
り
込
ん
で
ゆ
く
の

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
成
人
の
筆
者
に
も
目
ざ
ま
し
い
見
も
の
で
あ
っ
た
し
、

　
　
従
軍
四
年
の
空
白
を
一
瞬
に
飛
び
越
え
て
、
『
枕
草
子
』
本
段
の
疑
問
を

　
　
即
座
に
解
決
し
て
く
れ
る
だ
け
の
強
い
印
象
が
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
、
こ
の
場
合
の
光
景
を
船
の
「
接
岸
し
よ
う
と
す
る
」
光
景
と
解
さ

れ
た
が
、
は
た
し
て
、
本
文
に
そ
の
こ
と
を
明
確
に
証
拠
づ
け
る
箇
所
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
も
し
「
防
舷
材
」
を
「
海
へ
ほ
り
込
む
」
時
に
は
、
当

時
と
し
て
、
「
ほ
う
ほ
う
と
」
と
い
う
擬
音
語
を
使
う
の
が
最
も
適
切
な
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
捨
て
切
れ
な
い
。
「
下
衆
ど
も
」
の
手
か

ら
「
防
舷
材
」
が
一
旦
、
空
中
に
放
り
投
げ
ら
れ
る
瞬
間
を
あ
え
て
「
ほ
う
ほ

う
と
」
と
表
現
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら

ぽ
、
「
防
舷
材
」
の
保
管
場
所
か
ら
海
面
ま
で
コ
尺
ぽ
か
り
だ
に
な
き
」
僅

か
な
距
離
を
考
慮
す
る
と
、
や
は
り
、
海
へ
「
投
げ
入
れ
」
た
着
水
時
の
音
を

「
ほ
う
ほ
う
と
」
と
形
容
し
て
い
る
と
見
な
す
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
現
代
語
の
「
ボ
ン
ボ
ン
と
」
よ
り
も
「
ザ
ブ
ザ
ブ
と
」
「
ザ
ブ

ン
ザ
ブ
ン
と
」
「
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
と
」
「
ジ
ャ
ブ
ン
ジ
ャ
ブ
ン
と
」
「
ド
ブ
ン
ド

ブ
ン
と
」
な
ど
の
方
が
適
正
な
音
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
決
し
て
中
古

語
の
「
ほ
う
ほ
う
と
」
に
相
当
す
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
ひ
ら
ば
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
＊
こ
の
平
張
は
川
に
の
ぞ
き
て
し
た
り
け
れ
ぽ
、
つ
ぶ
り
と
お
ち
入
り

　
　
　
ぬ
。
（
『
大
和
物
語
』
一
四
七
段
。
「
つ
ぶ
り
と
」
と
読
む
説
も
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
む
　
ロ
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
な
り

　
　
＊
水
ニ
ツ
ブ
リ
ト
落
入
ヌ
レ
バ
、
翁
ハ
不
見
エ
ズ
成
ヌ
。
（
『
今
昔
物
語
』

　
　
　
巻
第
二
十
七
第
五
）

　
　
　
な
が
つ
き
　
　
し
も
　
　
や
み
　
こ
ろ
ほ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ゑ
た
け
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
＊
九
月
ノ
下
ツ
暗
ノ
比
ナ
レ
バ
、
ツ
・
暗
ナ
ル
ニ
、
季
武
河
ヲ
ザ
ブ

　
　
　
む
　
む
　
む
　
ロ
わ
た

　
　
　
り
く
ト
渡
ル
ナ
リ
。
（
『
今
昔
物
語
』
巻
第
二
十
七
第
四
十
三
）
（
以
上
、

　
　
　
日
本
古
典
文
学
全
集
本
。
圏
点
鈴
木
）

の
ご
と
く
、
「
つ
ぶ
り
と
」
「
ツ
ブ
リ
ト
」
「
ザ
ブ
り
く
ト
」
な
ど
と
あ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
山
口
仲
美
氏
「
中
古
象
徴
詞
の
語
音
構
造
一
清
濁

に
問
題
の
あ
る
語
例
を
中
心
に
一
」
（
『
国
語
学
』
第
九
十
三
集
、
昭
和
四
八
年
六

月
）
は
、
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中
　
　
　
世

現
　
　
　
代
（
K
）

の
表
を
掲
げ
（
鈴
木
注
、
「
K
」
は
小
林
英
夫
氏
「
国
語
象
徴
音
の
研
究
」
［
『
文

学
』
一
巻
八
号
、
昭
和
八
年
＝
月
］
を
参
考
に
さ
れ
た
由
。
）
、

　
　
　
表
7
（
鈴
木
注
、
前
掲
の
表
を
さ
す
。
）
を
み
る
と
、
水
も
し
く
は
水
分

　
　
に
関
連
す
る
音
や
状
態
を
う
つ
し
た
象
徴
詞
に
お
い
て
は
、
B
音
節
は
、

　
　
濁
音
「
ブ
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
ガ
ブ
ガ
ブ
ト
」
「
ザ
ブ
ザ
ブ
ト
」

　
　
「
ダ
ブ
ダ
ブ
ト
」
そ
の
他
、
い
ず
れ
も
ぞ
う
し
た
象
徴
詞
で
あ
る
。
従
っ

　
　
て
、
中
古
に
お
い
て
も
、

　
　
○
水
・
水
分
に
関
す
る
音
や
状
態
を
う
つ
し
た
象
徴
詞
に
お
い
て
は
、
B

　
　
　
音
節
の
「
ふ
」
の
文
字
は
、
濁
音
「
ぶ
」
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い

　
　
と
い
え
る
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
「
ほ
う
ほ
う
と
」
は
、
少
な
く
と
も

「
水
・
水
分
に
関
連
す
る
音
や
状
態
を
う
つ
し
た
象
徴
詞
」
と
は
い
え
ず
、
「
防

舷
材
」
の
着
水
音
と
は
全
く
別
の
擬
音
語
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
清
少
納
言
の
見
た
荷
船
は
、
「
防
舷
材
」
な
ど
設
け
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
「
ほ
う
ほ
う
と
」
は
、
材
木
の
海
に
投
げ
込
ま

れ
る
音
と
し
て
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
に
よ
り
、

萩
谷
氏
説
は
到
底
納
得
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る

と
、
「
大
き
な
る
松
の
木
な
ど
の
、
二
三
尺
ぽ
か
り
に
て
ま
う
な
る
」
を
船
か

ら
海
中
へ
「
投
げ
入
れ
な
ど
す
る
」
の
で
は
な
く
て
、
ど
う
し
て
も
逆
に
埠
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

か
ら
荷
船
の
中
へ
、
「
下
衆
ど
も
」
の
中
の
何
人
か
が
「
投
げ
入
れ
な
ど
す

る
」
と
、
解
く
べ
き
で
あ
り
、
荷
船
の
接
岸
・
碇
泊
中
の
光
景
が
描
か
れ
て
い

る
と
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
荷
船
の
中
へ
「
投
げ

入
れ
な
ど
す
る
」
松
丸
太
は
、
直
径
が
「
二
三
尺
ぽ
か
り
」
で
あ
る
と
い
う
か

ら
、
長
さ
は
短
く
て
も
学
究
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
で
、
長
け
れ
ば
五
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら

い
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
明
確
に
判
断
し
が
た

い
も
の
の
、
と
に
か
く
埠
頭
か
ら
こ
の
松
丸
太
「
五
つ
六
つ
」
を
荷
船
に
「
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

げ
入
れ
な
ど
す
る
」
た
め
に
は
、
埠
頭
で
は
数
人
の
「
下
衆
ど
も
」
が
協
力
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
船
上
で
も
何
人
か
の
「
下
衆
ど
も
」
が
松
丸
太
の
受
け
入

れ
態
勢
を
取
っ
た
り
、
そ
の
他
の
船
上
作
業
の
た
め
、
船
の
揺
れ
動
く
の
も
か

ま
わ
ず
に
走
り
ま
わ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
松
丸
太
を
一
本
ず
つ
荷
船
に

「
投
げ
入
れ
」
た
場
合
は
、
お
の
ず
か
ら
「
ぽ
一
ん
ぽ
一
ん
」
と
大
き
な
音
を

た
て
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
「
ほ
う
ほ
う
と
」
は
、
「
ぽ
ん
ぽ
ん
と
」
と

か
「
ぽ
ん
ぽ
ん
と
」
と
か
い
う
単
調
な
、
し
か
も
速
く
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
音
で

は
な
く
、
も
っ
と
時
間
的
に
不
規
則
で
あ
っ
て
緩
や
か
で
、
傍
ら
で
見
る
者
の

腹
に
ズ
シ
ン
と
こ
た
え
る
よ
う
な
「
ぽ
一
ん
ぽ
一
ん
と
」
と
い
う
擬
音
語
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

な
い
だ
ろ
う
か
。
埠
頭
に
い
る
「
下
衆
ど
も
」
は
、
た
と
え
ぽ
、
重
い
大
き
な

松
丸
太
を
一
斉
に
「
ヨ
イ
シ
ョ
」
と
持
ち
上
げ
、
次
に
、
た
と
え
ぽ
、
「
ヨ
イ

セ
ー
ノ
」
の
掛
声
と
と
も
に
荷
船
の
中
に
投
げ
込
む
わ
け
で
、
投
げ
込
ま
れ
た

瞬
間
の
音
が
「
ほ
う
ほ
う
」
で
あ
ろ
う
。
荷
船
は
、
た
だ
で
さ
え
沈
没
し
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

な
ほ
ど
積
荷
さ
れ
て
い
る
の
に
、
船
上
の
「
下
衆
ど
も
」
が
走
り
ま
わ
る
と
、
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そ
の
た
め
に
船
は
左
右
に
揺
れ
動
き
、
さ
ら
に
大
き
な
長
い
松
丸
太
が
五
・
六

本
も
そ
の
船
の
中
に
、
乱
暴
に
も
、
ぽ
一
ん
ぽ
一
ん
と
大
き
な
音
を
た
て
さ
せ

て
投
げ
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
見
て
い
る
清
少
納
言
が
、
い
よ
い
よ
船
が

沈
没
す
る
の
で
は
な
い
か
と
は
ら
は
ら
し
て
、
「
い
み
じ
」
と
肝
を
つ
ぶ
す
の

は
当
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
「
い
み
じ
」
の
対
象
は
、

　
　
ω
積
荷
さ
れ
た
荷
船
の
現
状
。

　
　
②
大
き
な
松
丸
太
の
積
み
込
み
作
業
。

　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

　
　
　
ω
船
上
の
「
下
衆
ど
も
」
の
動
作
（
走
り
ま
わ
る
こ
と
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
す

　
　
　
⑭
埠
頭
の
「
下
衆
ど
も
」
の
動
作
（
大
き
な
音
を
た
て
さ
せ
て
船
に
積
み

　
　
　
　
込
む
よ
う
な
、
松
丸
太
に
対
す
る
乱
暴
な
扱
い
方
）
。

　
　
　
の
松
丸
太
の
積
み
込
ま
れ
た
時
に
発
す
る
大
き
な
音
。

で
は
あ
る
ま
い
か
。

○
い
み
じ
け
れ
　
形
容
詞
「
い
み
じ
」
の
已
然
形
で
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結

び
。
「
い
み
じ
」
に
つ
い
て
は
、
『
全
注
釈
』
第
一
巻
九
八
・
一
六
七
頁
参
照
。

こ
こ
は
、
悪
い
意
味
に
使
わ
れ
、
肝
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
恐
ろ
し
く
て
ひ
ど
い
、

の
意
。
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