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葉
遣
い
に
な
っ
て
い
る
。

・
仕
る13

ば
　ゝ
　
　
（
略
）
百ひ
や
く
な七ゝ

ツ
の
帶お
び
と
き解

で
も
祝い
は

は
う
と
い
ふ
い
け
年ど
し

仕
つ
か
ま
つ

ツ
て
、（
略
）（
婆
文
字
→
豊
ね
こ
）　　
　
　

 

三
編
巻
之
上

14
点
兵
衞　
　

何
や
ら
多た
よ
う用

で
ご
ざ
り
ま
し
て
、
御ご

ぶ

さ

た

不
沙
汰
仕
り
ま
す
。
御ご
し
ん
ぞ

新
造
さ
ま
は
御ご
き
げ
ん

機
嫌
よ
ろ
し
う
（
点
兵
衛
→
鬼
角
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
編
巻
之
上

15
け
ち　
　
　
（
略
）
早さ
つ
そ
く速

吸す
ひ
く
ち口

と
仕
る
ぢ
や
（
け
ち
兵
衛
→
商
人
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

四
編
巻
之
中

13
は
芸
者
の
婆
文
字
が
客
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
場
面
で
、
客
は
婆
文
字
に
「
い
い
年
を
し
て
」
と
い
う
意
味
で
「
い
け
年
仕
ツ
て
」

と
言
っ
て
お
り
、
婆
文
字
の
行
為
に
仕
る
を
使
い
、
客
自
身
の
威
厳
を
高
め
て
い
る
。
14
は
、
点
兵
衞
が
俳
諧
師
鬼
角
に
丁
寧
な
言
葉
を

用
い
て
い
る
場
面
、
15
は
上
方
者
の
け
ち
兵
衛
（
け
ち
助
）
で
、
三
馬
が
「
江え
ど
も
の

戸
者
の
商あ
き
う
ど人
は
言
こ
と
ば

す
る
ど
く
、
上か
み
が
た
も
の

方
者
の
買か
ひ
て手
は
言
こ
と
ば

や
さ
し
く
聴き
こ

ゆ
る
ゆ
ゑ
、
物も
の
か
げ陰

よ
り
立た
ち
ぎ聴

け
ば
、
賣う
り
て人

と
買か
ひ
て人

と
取と
り
ち
が
へ違

さ
う
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
上
方
言
葉
の
中
に
見
ら
れ
る
。

・
ま
し
て
ご
ざ
る

16
ば
ん
と
う　

イ
エ
サ
、
貸か
し
き
り切

と
い
ふ
訳わ
け

は
、
店た
な
む
き向

の
お
方か
た

〴
〵
に
戸と
だ
な棚

を
皆み
な

貸か
し

て
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
お
脱ぬ
ぎ

な
さ
る
場ば

が
ご
ざ

り
ま
せ
ぬ
。（
略
）（
番
頭
→
生
酔
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

前
編
巻
之
下

17
ば
　ゞ
　
　
（
略
）
ア
イ
、
そ
り
や
ア
わ
た
し
が
見み
あ
げ上

て
居ゐ

や
す
。
能い
ゝ

か
と
思お
も

つ
て
大お
ほ
ぜ
い勢

の
人ひ
と

さ
ま
も
聞き

い

て
ご
ざ
る
（
ば
　ゞ
　
　

→
お
し
た
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

二
編
巻
之
下

18
下
女　
　
　

迷ま
ひ
ご
ふ
だ

子
札
さ
。
是こ
れ

は
何
と
書か

い
て
ご
ざ
い
ま
す
エ
。
小こ
ば
ん判

で
能よ
い

ネ
。（
下
女
→
徳
松
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
編
巻
之
下

『
浮
世
風
呂
』
で
は
、「
ま
し
て
ご
ざ
る
」
の
形
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
同
形
の
「
動
詞
連
用
形
＋
て
＋
ご
ざ
る
」
の
形
が
見
ら
れ
る
。

16
は
生
酔
に
、
18
は
徳
松
に
対
す
る
丁
寧
な
言
葉
遣
い
の
中
で
、
17
は
、「
聞
く
」
の
主
体
と
し
て
の
第
三
者
に
対
す
る
尊
敬
の
意
味
で

使
用
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
三
馬
が
「
本
江
戸
」
の
内
容
と
し
て
述
べ
た
言
葉
が
、
文
化
年
間
の
『
浮
世
風
呂
』
の
町
人
の
会
話
の
中
で
、
す
で
に
使

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
会
話
の
共
通
す
る
点
は
、
か
し
こ
ま
っ
た
場
面
や
、
公
に
向
か
っ
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
の
中

で
使
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

殊
に
『
浮
世
風
呂
』
の
用
例
で
注
目
す
べ
き
は
、
上
層
町
人
の
み
な
ら
ず
、
下
層
の
町
人
ま
で
が
、
あ
る
程
度
こ
の
よ
う
な
公
的
な
言

葉
を
使
い
こ
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
09
の
下
女
お
べ
か
、
お
丸
は
、
小
松
寿
雄
（
一
九
八
七
）
で
の
分
析
か
ら
下
層

と
さ
れ
て
お
り
、
会
話
を
見
て
も
音
訛
が
き
つ
い
。
し
か
し
、「
モ
ウ
〳
〵
〳
〵
〳
〵
内う
ち
に
居ゐ

る
と
、
あ
な
た
、
ど
う
遊あ
す
ば
せ
、
斯か
う

遊あ
す
ば

せ
で
お
そ
れ
ぬ
か
せ
る
の
う
。
し
み
眞し
ん
じ
つ実
否い
や

だ
。」
と
お
か
べ
が
嘆
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
奉
公
先
で
は
改
ま
っ
た
言
葉
遣
い
に

甘
ん
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
馬
が
『
狂
言
田
舎
操
』
の
中
で
「
本
江
戸
」
と
い
う
言
葉
を
ど
の
よ
う
な
意
識
で
述
べ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、「
江
戸
に
生

ま
れ
た
お
歴
〳
〵
」
と
い
う
記
述
よ
り
、
武
士
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、「
本
江
戸
」
の
内
容
と
な
る
「
然さ
や
う様
然し
か
ら
ば者
。

如い
か何ゞ
い
た
し
て
此か
や
う様
仕
つ
か
ま
つ

り
ま
し
て
ご
ざ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
文
化
年
間
の
町
人
同
士
の
改
ま
っ
た
会
話
の
場
面
で
す
で
に
使
用
さ

れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
上
層
町
人
の
み
な
ら
ず
、
下
層
町
人
で
も
使
用
で
き
る
言
葉
で
あ
っ
た
。『
浮
世
風
呂
』
に
見
る
具
体
的

な
用
例
か
ら
「
本
江
戸
」
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
江
戸
の
町
人
が
上
下
の
階
層
を
問
わ
ず
、
改
ま
っ
た
場
面
の
中
で
共
通
に
使
用
さ
れ
る

言
葉
の
中
に
、「
本
江
戸
」
の
断
片
と
し
て
示
さ
れ
た
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
─

四
　
講
義
の
言
葉

二
─

四
─

一
　「
文
化
語
・
教
養
語
」
と
し
て
の
講
義
の
言
葉

東
京
語
の
基
盤
と
な
る
江
戸
語
を
追
う
も
う
一
つ
の
考
え
方
に
、
講
義
・
説
教
・
口
上
等
の
言
葉
が
あ
げ
ら
れ
る
。
中
村
（
一
九
四
八

a
）
で
は
、
東
京
語
を
江
戸
語
と
比
較
し
、
次
の
よ
う
な
相
違
点
を
あ
げ
て
い
る
。
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