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序 

章 

  

本
稿
は
、
日
本
語
史
に
お
い
て
、
副
詞
、
特
に
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
使
わ
れ
は
じ
め
、

現
代
に
至
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
変
遷
過
程
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
き
っ
と
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」「
お

お
か
た
」「
た
い
て
い
」「
た
い
が
い
」
と
い
う
、
現
代
語
で
、
い
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
を
研
究
対
象
と
す

る
。
語
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
変
遷
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
述
副
詞
の
全
体
像
が
把
握
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

本
稿
は
「
序
章
」
「
本
章
」
「
終
章
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
「
序
章
」
で
は
、
本
稿
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
陳
述
副
詞

に
関
わ
る
先
行
研
究
を
概
観
し
た
う
え
で
、
本
研
究
の
立
場
や
分
析
方
法
な
ど
を
示
す
。
「
本
章
」
は
第
一
章
か
ら
第
六
章
と

な
り
、
前
に
挙
げ
た
六
つ
の
陳
述
副
詞
に
関
す
る
歴
史
的
変
遷
を
分
析
す
る
。
「
終
章
」
で
は
、
本
研
究
の
考
察
を
ま
と
め
る

と
と
も
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
る
。
特
に
、
「
本
章
」
で
考
察
し
た
陳
述
副
詞
の
変
遷
過
程
に
基
づ
い
て
、
こ
の
六
つ
の
副
詞

が
ど
の
よ
う
な
由
来
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
い
つ
頃
か
ら
陳
述
性
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
副
詞
の
特
徴
を
中
心
に
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。 

  

第
一
節 

研
究
の
目
的 

 

現
代
日
本
語
に
お
け
る
副
詞
は
「
品
詞
の
一
種
。
語
形
変
化
を
も
た
ず
、
単
独
で
用
言
ま
た
は
そ
れ
相
当
の
語
句
を
修
飾(

限

定
・
強
調)

す
る
こ
と
を
基
本
職
能
と
す
る
語
」
一

ま
た
、
「
文
中
で
の
働
き
が
連
用
修
飾
と
い
う
一
つ
の
機
能
に
ほ
ぼ
固
定
し
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た
た
め
、
活
用
や
格
変
化
を
も
た
な
い
二

語
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
副
詞
は
名
詞
や
動
詞
な
ど
の
他

品
詞
と
違
っ
て
、
機
能
面
に
お
い
て
そ
の
境
界
が
あ
い
ま
い
で
、
周
辺
的
な
分
野
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
リ
ン
ゴ

を
二
つ
買
っ
た
」
三

の
数
量
を
表
す
「
二
つ
」
は
、
述
語
「
買
っ
た
」
を
修
飾
す
る
。
「
き
れ
い
に
か
た
づ
け
る
」
四

の
「
き
れ

い
に
」
は
形
容
動
詞
に
助
詞
「
に
」
が
付
い
た
形
で
あ
り
、
述
語
「
か
た
づ
け
る
」
を
修
飾
す
る
。「
二
つ
」「
き
れ
い
に
」
は

そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
形
容
動
詞
と
い
う
異
な
る
品
詞
で
あ
る
が
、
文
中
で
の
働
き
は
副
詞
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
複

雑
な
機
能
を
も
つ
副
詞
は
他
の
ど
の
品
詞
に
も
属
せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
語
を
収
容
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
五

と
さ
れ
、

多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
「
落
ち
こ
ぼ
れ
、
し
わ
よ
せ
、
は
き
だ
め
、
ふ
き
だ
ま
り
、
ゴ
ミ
タ
メ
、
ゴ
ミ
箱
的
存
在
、
『
ご
み

箱
』
的
様
相
、
ス
ラ
ム
街
」
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
六

。
つ
ま
り
、
様
々
な
タ
イ
プ
を
も
つ
副
詞
が
絡
み
合
っ
て
副
詞
研

究
の
遅
れ
に
ま
で
影
響
を
与
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

従
来
の
副
詞
研
究
と
言
え
ば
、
管
見
の
限
り
、
ほ
ぼ
構
文
的
機
能
の
分
析
を
中
心
と
し
た
共
時
的
研
究
が
多
い
。
特
に
、
本

研
究
と
関
連
の
あ
る
陳
述
副
詞
に
お
い
て
も
、
現
代
語
の
副
詞
の
意
義
特
徴
や
、
文
末
表
現
を
中
心
と
し
た
副
詞
と
の
共
起
関

係
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
が
多
い
。
一
方
、
通
時
的
な
視
点
か
ら
個
々
の
副
詞
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
今
の
意
義
や
共
起

性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
は
、
ま
だ
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
副
詞
の
歴

史
的
研
究
と
言
っ
て
も
個
別
の
語
史
を
扱
っ
た
研
究
で
あ
っ
て
、
主
要
な
観
点
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
い
く
つ
か
触
れ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る(

川
瀬 

二
〇
一
三)

。 

こ
の
よ
う
に
、
副
詞
を
根
本
的
に
究
明
す
る
た
め
に
は
、
時
代
を
遡
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
変

化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
の
史
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
沖
森(

二
〇
一
二)

は
、
言
語
と

い
う
も
の
は
人
間
の
根
源
的
な
活
動
を
支
え
る
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
活
動
の
時
を
常
に
新
た
な
表
現
の
場
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
。
即
ち
、
言
語
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
言
語
と
時
と
の
関
係
は
か
な
り
密
接
で
、
言
語

研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
歴
史
的
変
化
を
捉
え
る
と
い
う
方
法
が
重
要
視
さ
れ
る
七

。 
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し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
歴
史
的
観
点
と
い
う
立
場
か
ら
副
詞
の
史
的
研
究
を
行
う
。
こ
の
際
、
い
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
と
呼

ば
れ
る
副
詞
の
う
ち
、
推
量
の
意
を
表
す
一
群
の
も
の
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。「
き
っ
と
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」「
お
お

か
た
」「
た
い
て
い
」「
た
い
が
い
」
と
い
っ
た
六
つ
の
副
詞
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
六
つ
の
副
詞
は
、
工
藤

浩(

一
九
八
二)

に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞(

工
藤
は
「
叙
法
副
詞
」
と
称
す
る)

と
分
類
さ
れ
て
お
り
、
何
れ
も
推
量
の
文

末
表
現
と
呼
応
関
係
に
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
ま
た
、
他
の
品
詞
か
ら
副
詞
に
転
成
し
た
も
の
も
あ
り
、
互
い
に
類
義

関
係
に
あ
る
。 

具
体
的
に
は
後
述
す
る
が
、
六
つ
の
副
詞
を
対
象
に
し
て
、
個
々
の
歴
史
的
変
遷
過
程
を
考
察
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
副
詞

群
の
変
化
の
様
相
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
一
般
化
さ
せ
る
。
こ
の
ま
と
ま
り
は
、
日
本
語
教
育
の
現
場
な
ど
で
言
語
現
象

の
一
種
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
二
節 

先
行
研
究
の
概
観 

 

本
節
で
は
、
従
来
の
副
詞
研
究
の
う
ち
、
日
本
語
学
的
立
場
か
ら
、
陳
述
副
詞
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
か
に

つ
い
て
概
観
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
副
詞
に
関
す
る
各
種
の
書
籍
や
論
文
な
ど
で
多
く
触
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
簡

略
に
概
観
す
る
こ
と
に
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
八

。
ま
ず
、
基
本
的
な
理
解
と
し
て
、
副
詞
論
の
立
場
を
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
。
副
詞
の
認
定
に
お
い
て
、
構
造
の
面
か
ら
見
る
立
場
と
機
能
の
面
か
ら
見
る
立
場
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ

る
、
山
田
孝
雄(

一
九
〇
八
・
一
九
三
六)

、
時
枝
誠
記(

一
九
五
〇)

は
前
者
に
近
く
、
渡
辺 

実(

一
九
七
一)

、
工
藤 

浩(

一

九
八
二)

は
後
者
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
、
二
つ
の
立
場
か
ら
陳
述
副
詞
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。 
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一 

山
田
孝
雄
九

（
一
九
〇
八
・
一
九
三
六
） 

 
副
詞
研
究
の
始
発
点
と
い
わ
れ
る
山
田
孝
雄
（
一
九
〇
八
・
一
九
三
六
）
は
副
詞
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。 

 
語
に
依
存
す
る
副
詞
は
又
こ
れ
を
大
別
し
て
属
性
の
装
定
を
な
す
も
の
と
陳
述
の
装
定
を
な
す
も
の
と
の
二
と
す
る
を
得
べ

し
。
こ
の
二
別
は
用
言
に
属
性
と
陳
述
の
力
と
の
二
要
素
の
存
す
る
事
実
に
並
行
す
る
も
の
な
る
。 

『
日
本
文
法
学
概
論
』(

一
九
三
六)

三
七
二
頁 

 

こ
の
よ
う
に
、
山
田
は
「
副
詞
」
に
相
当
す
る
「
語
の
副
詞
」
を
「
属
性
副
詞
」
と
「
陳
述
副
詞
」
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、

「
属
性
副
詞
」
は
「
程
度
副
詞
」
と
「
情
態
副
詞
」
に
再
分
類
し
て
い
る
。
一
般
的
に
副
詞
の
分
類
と
言
わ
れ
る
の
は
「
情
態

副
詞
」
「
程
度
副
詞
」
「
陳
述
副
詞
」
の
三
分
類
で
あ
り
、
「
状
態
副
詞
」
は
「
あ
き
ら
か
、
は
る
か
」
、
「
程
度
副
詞
」
は
「
非

常
に
、
と
て
も
」
、
「
陳
述
副
詞
」
は
「
き
っ
と
、
た
ぶ
ん
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
な
か
、
「
陳
述
副
詞
」
に
つ
い
て
、
山
田
は

さ
ら
に
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。 

 

陳
述
の
副
詞
は
述
語
の
陳
述
の
方
法
を
修
飾
す
る
も
の
に
し
て
、
述
語
の
方
式
に
一
定
の
制
約
あ
る
も
の
な
り
。
こ
の
陳
述
の

副
詞
は
用
言
の
実
質
上
の
意
義
即
ち
そ
の
示
す
属
性
に
は
関
係
な
く
、
こ
の
陳
述
の
方
法
の
み
を
装
定
す
る
も
の
な
れ
ば
、
用

言
が
述
語
と
し
て
の
用
法
に
立
た
ぬ
時
に
は
装
定
す
る
こ
と
な
き
も
の
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』(

三
八
八
頁)

 

 

つ
ま
り
、
陳
述
副
詞
は
「
き
っ
と
失
敗
す
る
だ
ろ
う
」
「
た
ぶ
ん
明
日
は
雨
が
降
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
例
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
推
量
を
表
す
副
詞
「
き
っ
と
」
「
た
ぶ
ん
」
が
現
れ
る
と
必
ず
「
だ
ろ
う
」
と
い
う
特
定
の
述
語
が
来
る
の
で
あ
る
。
言
い
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換
え
れ
ば
、
特
定
の
副
詞
に
対
し
て
述
語
は
一
定
な
制
約
を
も
つ
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
山

田
は
陳
述
副
詞
を
次
の
よ
う
に
下
位
分
類
し
て
い
る
。 

 

<

表
一>

 
山
田
孝
雄
に
よ
る
陳
述
副
詞
の
下
位
分
類 

一 

述
語
に
断
言
を
要
す
る
も
の 

◯
肯
定
を
要
す
る
も
の 

 
 

か
な
ら
ず 
も
つ
と
も 

是
非 

ま
さ
に 

◯
打
消
を
要
す
る
も
の 

 
 

い
さ 

え 

さ
ら
さ
ら 

つ
や
つ
や 

つ
ゆ 

ゆ
め 

◯
強
め
た
る
意
を
あ
ら
は
す
も
の
。
述
語
は
そ
の
意
に
よ
り
て
肯
定
又
は
打
消
を
な
す 

 
 

い
や
し
く
も 

さ
つ
が 

◯
決
意
を
あ
ら
は
す
も
の
。
述
語
は
そ
の
意
に
よ
り
て
肯
定
又
は
打
消
を
な
す 

 
 

是
非 

所
詮 

◯
比
況
を
あ
ら
は
す
も
の
。
述
語
は
そ
の
意
に
よ
り
て
肯
定
又
は
打
消
を
な
す 

 
 

恰
も 

さ
も 

二 

述
語
に
疑
惑
仮
説
な
ど
を
要
す
る
も
の 

◯
述
語
に
疑
問
の
語
を
要
す
る
も
の 

 
 

ま
ぞ 

い
か
ゞ 

あ
に 

い
か
で 

◯
述
語
に
仮
定
条
件
を
要
す
る
も
の 

 
 

も
し 

た
と
ひ 

よ
し 
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以
上
、
山
田
に
よ
る
「
陳
述
副
詞
」
を
見
て
き
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、<

表
一>

の
下
位
分
類
に
は
山
田
の
提
唱
す
る
陳

述
副
詞
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
陳
述
副
詞
と
述
語
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
二 

時
枝
誠
記
一
〇(

一
九
五
〇)

 

 

時
枝
誠
記(
一
九
五
〇)

は
、
語
の
根
本
的
な
性
格
を
表
現
過
程
に
求
め
て
「
言
語
過
程
説
」
を
提
唱
し
た
。「
言
語
過
程
説
」

と
は
「
語
は
思
想
内
容
の
一
回
過
程
に
よ
っ
て
成
立
す
る
言
語
表
現
」(

時
枝 

一
九
五
〇
：
五
〇)

で
あ
る
。
例
え
ば
、［
ハ
ナ
］

と
い
う
音
声
結
合
を
も
っ
て
「
花
」
を
表
す
と
す
る
と
、
こ
れ
は
一
語
で
一
回
の
過
程
の
表
現
に
な
る
。
し
か
し
、
「
ツ
バ
キ

ノ
ハ
ナ
」
は
、
［
ツ
バ
キ
］
［
ノ
］
［
ハ
ナ
］
と
い
う
三
回
の
過
程
の
表
現
に
な
る
一
一

こ
と
か
ら
一
語
と
は
言
え
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
言
語
過
程
説
に
基
づ
い
て
、
時
枝
は
「
語
」
を
客
観
的
な
世
界
を
記
述
す
る
「
詞
」
と
、
事
柄
に
対
す
る
話
者

の
感
情
・
気
分
・
意
志
・
欲
望
な
ど
を
表
す
「
辞
」
と
に
分
類
し
、
一
語
に
は
「
詞
」
と
「
辞
」
が
同
時
に
現
れ
な
い
「
詞
辞

説
」
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、「
辞
」
を
修
飾
す
る
副
詞
を
陳
述
副
詞
と
称
し
、「
彼
は
あ
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
い
」
の
副
詞
「
決
し
て
」
は

否
定
の
「
な
い
」
と
呼
応
す
る
と
し
て
、「
決
し
て
～
な
い
」
を
一
つ
の
辞
と
し
て
捉
え
て
い
る
一
二

。
た
だ
、
副
詞
「
き
っ
と
」

は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
呼
応
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
意
志
・
命
令
な
ど
と
も
共
起
す
る
。
逆
に
、
述
語
の
「
だ
ろ
う
」

形
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
副
詞
「
き
っ
と
」
の
ほ
か
、「
た
ぶ
ん
」「
お
そ
ら
く
」
な
ど
と
も
共
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

副
詞
の
意
味
と
そ
の
呼
応
関
係
を
一
つ
の
辞
で
は
な
く
、
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
、
時
枝
は(

山
田
の)

「
陳
述
」
と
い
う
要
素
を
「
辞
」
と
称
し
、
陳
述
副
詞
は
「
辞
」
を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
る
と
し

た
。
山
田
や
時
枝
は
副
詞
と
述
語
に
何
ら
か
の
制
約
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
時
枝
の
「
辞
」
に
お
い
て
は
主
観
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的
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

三 

渡
辺 

実
一
三(

一
九
七
一
） 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
山
田
孝
雄(

一
九
〇
八
・
一
九
三
六)

や
時
枝
誠
記(

一
九
五
〇)

の
立
場
と
は
違
っ
て
、
渡
辺 

実(

一
九

七
一)

は
機
能
の
面
か
ら
副
詞
を
捉
え
て
い
る
。
品
詞
分
類
に
お
い
て
「
構
文
論
的
職
能
」
に
立
脚
し
て
副
詞
の
働
き
を
説
明

し
て
い
る
。
「
構
文
論
的
職
能
」
は
言
語
表
現
の
有
機
的
統
一
性
を
形
成
す
る
た
め
に
、
言
語
の
内
面
的
意
義
に
託
さ
れ
る
各

種
の
役
割
の
総
称
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
素
材
表
示
の
職
能
」(

い
わ
ゆ
る
「
詞
」
に
当
た
る)

・
「
関
係
構
成
の
職
能
」(

い
わ
ゆ

る
「
辞
」
に
当
た
る)

に
二
大
別
さ
れ
る
一
四

。
関
係
構
成
の
職
能
は
さ
ら
に
連
体
・
連
用
・
誘
導
・
接
続
・
並
列
・
陳
述
の
職

能
に
分
類
さ
れ
る
。 

六
つ
の
職
能
の
う
ち
、
本
研
究
と
関
連
す
る
の
は
「
関
係
構
成
の
職
能
」
の
「
誘
導
の
職
能
」
で
あ
る
。
渡
辺
は
陳
述
の
副

詞
は
動
作
、
性
質
、
情
態
、
事
物
、
そ
の
他
に
無
制
限
で
あ
る
と
し
、
例
え
ば
「
き
っ
と
」
は
推
量
表
現
を
予
告
す
る
も
の
で

あ
る
、
特
定
の
表
現
を
予
定
し
予
告
す
る
こ
と
が
誘
導
の
職
能
で
あ
る
と
し
た(

『
国
語
構
文
論
』
三
一
一
頁)

。
誘
導
の
職
能

の
概
念
を
適
用
し
て
、
い
わ
ゆ
る
陳
述
副
詞
を
捉
え
直
し
一
五

、
「
誘
導
副
詞
」
と
呼
び
か
え
て
い
る
。
一
定
の
陳
述
表
現
が
副

詞
に
続
く
こ
と
か
ら
「
誘
導
副
詞
」
と
呼
び
、
典
型
的
な
「
誘
導
副
詞
」
と
し
て
「
き
っ
と
、
決
し
て
、
た
と
え
、
も
し
」
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。 

し
か
し
、
渡
辺
の
学
説
に
も
、
副
詞
「
き
っ
と
」
は
推
量
の
ほ
か
に
複
数
の
表
現
と
共
起
す
る
一
方
、
推
量
の
「
だ
ろ
う
」

形
も
複
数
の
副
詞
と
共
起
す
る
こ
と
は
誘
導
と
い
う
概
念
で
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。 
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四 

工
藤 

浩
一
六(

一
九
八
二)

 

 
工
藤 

浩(

一
九
八
二)

は
、
詞
的
か
辞
的
か
、
客
観
的
か
主
観
的
か
、
対
象
的
か
作
用
的
か
、
こ
と
が
ら
的
か
陳
述
的
か
な

ど
、
こ
の
よ
う
に
文
を
二
大
別
し
て
考
え
、
既
存
の
学
説
よ
り
「
陳
述
性
」
を
広
く
と
ら
え
て
い
る
。
「
陳
述
性
」
と
い
う
用

語
を
「
単
語
や
単
語
の
組
合
せ
を
文
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
諸
特
性
」
と
定
義
付
け
、「
陳
述
副
詞
」
を
「
叙
法
副
詞
」「
と
り

た
て
副
詞
」「
評
価
副
詞
」
に
分
け
て
い
る
。「
叙
法
副
詞
」
と
は
、
山
田
の
陳
述
副
詞
の
中
核
的
な
一
部
と
し
て
「
叙
法
性(

モ

ダ
リ
テ
ィ)

」
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
叙
法
性
」
は
話
し
手
の
立
場
か
ら
す
る
、
文
の
叙
述
内
容
と
現
実
、

お
よ
び
聞
き
手
と
の
関
係
づ
け
の
文
法
的
表
現
を
表
す
一
七

。
工
藤
は
叙
法
副
詞
に
関
す
る
一
覧
表
を
作
っ
て
い
る
。
一
覧
表
は

稿
末
の
【
参
考
資
料
】
に
記
し
、
こ
こ
で
は
本
論
文
と
関
連
が
あ
る
部
分
だ
け
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
以
下
の<

表
二>

で
あ
る
。 

 

<

表
二>

「
現
実
認
識
的
な
叙
法
副
詞
」
の
カ
テ
ゴ
リ 

基
本
叙
法 

 

◯
確
信─

き
っ
と 

か
な
ら
ず 

ぜ
っ
た
い
（
に
） 

断
じ
て 

 

◯
推
測─

多
分 

恐
ら
く 

さ
ぞ 

定
め
し 
大
方 

／ 

大
概 

大
抵 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

／ 

ま
さ
か 

よ
も
や 

／ 
た
し
か 

も
し
や 

さ
て
は 

 

叙
法
副
詞
の
一
覧
表
の
う
ち
、
本
稿
の
研
究
対
象
と
な
る
六
つ
の
副
詞
は
「
現
実
認
識
的
な
叙
法
副
詞
」
の
「
基
本
叙
法
」

の
カ
テ
ゴ
リ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
詳
細
に
分
け
て
考
え
て
み
る
と
「
確
信
」
の
「
き
っ
と
」
を
除
外
し
て
「
た
ぶ
ん
、
お
そ
ら

く
、
お
お
か
た
、
た
い
て
い
、
た
い
が
い
」
は
「
推
測
」
の
項
目
に
含
ま
れ
て
い
る
。 

工
藤(

一
九
八
二
：
六
五)

は
、<

表
二>

の
「
確
信
」「
推
測
」
に
「
推
定
」(

ど
う
や
ら
、
ど
う
も
、
よ
ほ
ど
等)

、「
不
確
定
」
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(

あ
る
い
は
、
も
し
か
す
れ
ば
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
等)

を
加
え
て
四
種
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
も
分
析
し
て
い
る
。
結
論
か
ら

言
う
と
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
面
で
連
続
的
な
関
係
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
対
象
面
か
ら
言
え
ば
事
態
現
実
の
確
実

さ
（
蓋
然
性
）
、
作
用
面
か
ら
言
え
ば
話
し
手
の
確
信
の
度
合
い
の
連
続
性
で
あ
り
、
二
つ
目
は
叙
法
性
の
強
弱
に
よ
る
連
続

性
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
確
信
→
推
測
→
推
定
→
不
確
定
」
で
叙
法
性
が
低
く
な
っ
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
確

信
」
→
「
推
測
」
に
な
る
と
対
象
面
で
は
蓋
然
性
、
作
用
面
で
は
話
し
手
の
確
信
の
度
合
い
が
低
く
な
る
と
い
う
連
続
性
が
見

ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
「
き
っ
と
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
は
「
確
信
」
あ
る
い
は
「
推
測
」
の
意
味
の
他
に
も
含
ま
れ
て
い

る
。
「
き
っ
と
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
は
「
現
実
認
識
的
な
叙
法
」
の
「
擬
似
叙
法
」
の
「
習
慣
・
確
率e

t
c
.

」
に

も
属
し
て
い
る
。(

因
み
に
、
「
だ
い
た
い
」
は
「
下
位
叙
法
」
の
「
説
き
起
し
」
に
属
す)

 

 

こ
の
よ
う
に
、
工
藤
は
既
存
の
「
陳
述
性
」
を
広
く
捉
え
て
、
叙
法
性
を
も
つ
叙
法
副
詞
を
取
り
立
て
て
い
る
。
本
研
究
に

お
い
て
も
、
工
藤
の
「
叙
法
副
詞
」
の
立
場
に
従
う
。 

以
上
、
日
本
語
学
的
立
場
か
ら
陳
述
副
詞
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
た
。
山
田
孝
雄
に
よ
っ
て
陳
述
副

詞
の
概
念
が
始
ま
り
、
そ
の
後
、
様
々
な
学
者
か
ら
陳
述
副
詞
に
つ
い
て
再
整
理
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
陳
述
副
詞
に

関
す
る
個
別
研
究
も
時
代
と
と
も
に
進
ん
で
き
た
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
共
時
的
な
観
点
か
ら
陳
述
副
詞
の
意
義
を
説
き
、

そ
こ
か
ら
副
詞
の
共
起
性
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
る
。
共
起
関
係
に
お
い
て
は
、
副
詞
の
意
味
機
能
の
違
い

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
起
き
る
か
、
そ
れ
と
も
制
限
さ
れ
る
か
、
と
い
う
傾
向
性
に
つ
い
て
現
代
語
を
中
心
に
把
握

し
よ
う
と
し
て
い
る
一
八

。 

し
た
が
っ
て
、
共
時
的
観
点
に
お
け
る
研
究
の
限
界
性
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
歴
史
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
歴
史
的
観
点
か
ら
個
別
の
副
詞
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、
濱
田
敦
他(

二
〇
〇
三)

、
鳴
海
伸

一(

二
〇
一
三)

、
川
瀬 

卓(

二
〇
一
三)

な
ど
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
副
詞
の
史
的
展
開
を
扱
っ
て
い
る
が
、
主
に
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個
々
の
副
詞
の
共
時
的
研
究
、
あ
る
い
は
意
味
用
法
の
変
化
が
明
確
に
見
え
る
程
度
性
に
関
わ
る
副
詞
を
対
象
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
本
研
究
の
よ
う
に
、
日
本
語
史
と
い
う
枠
の
中
で
、
「
推
量
」
と
い
う
共
通
性
を
も
つ
個
別
副
詞
を
用
い
て
、
初
出
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
変
遷
過
程
を
考
察
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
陳
述
性
の
傾
向
を
全
体
像
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
共
時
的
観
点
か
ら
み
た
さ
ま
ざ
ま
な
個
々
の
陳
述
副
詞
の
意
義
や

共
起
性
を
念
頭
に
、
通
時
的
観
点
か
ら
副
詞
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
い
が
も
つ
限
界
性
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

第
三
節 

本
研
究
の
立
場 

 

本
節
で
は
、
従
来
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
陳
述
副
詞
に
対
す
る
本
研
究
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、

「
陳
述
副
詞
」
に
お
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
に
よ
る
見
解
が
あ
る
。
た
だ
し
、
文
を
「
叙
述
内
容
」
と

「
陳
述
」
と
い
う
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
や
、
副
詞
と
陳
述
の
共
起
性
を
認
め
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。 

さ
て
、
陳
述
副
詞
に
対
す
る
山
田
孝
雄
・
時
枝
誠
記
・
渡
辺 

実
・
工
藤 

浩
の
立
場
を
改
め
て<

表
三>

に
ま
と
め
る
こ
と
に

す
る
。 

 

<

表
三>
 

山
田
・
時
枝
・
渡
辺
・
工
藤
に
よ
る
「
陳
述
副
詞
」 

◯
山
田
孝
雄 

一
定
の
制
約
を
も
つ
述
語
の
陳
述
を
修
飾
す
る 

◯
時
枝
誠
記 

話
者
の
主
観
的
態
度
を
表
す
辞
と
結
び
つ
く 

◯
渡
辺 

実 

誘
導
副
詞
と
呼
び
換
え
、
述
語
の
特
定
の
表
現
を
予
告
し
誘
導
す
る 
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◯
工
藤 

浩 

陳
述
性
を
広
く
捉
え
、
叙
法
性
を
も
つ
叙
述
副
詞 

 
い
ず
れ
も
「
陳
述
」
の
概
念
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
広
い
意
味
で
「
陳
述
副
詞
」
と
呼
び
、
そ
の
機
能
は

工
藤
の
叙
法
副
詞
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
「
陳
述
副
詞
」
は
「
文
末
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
事
柄
に
対

し
て
話
し
手
の
心
的
態
度
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
。
た
だ
し
、
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
に
お
い
て

は
分
類
基
準
を
設
定
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
詳
し
く
述
べ
る
。 

さ
ら
に
、
本
稿
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
用
語
の
定
義
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

「
共
起
」
ま
た
は
「
呼
応
」
、「
推
量
」
に
つ
い
て
は
、
主
に
杉
村
の
研
究(

二
〇
〇
九)

一
九

に
負
っ
て
定
義
づ
け
る
。
杉
村
は

「
共
起
」
「
呼
応
」
に
つ
い
て
工
藤(

一
九
八
二)

の
言
葉
を
借
り
て
説
明
し
て
い
る
。
「
『
共
起
』
現
象
は
、
同
じ
レ
ベ
ル
に
同

居
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
比
較
的
単
純
に
形
式
化
し
う
る
。
『
呼
応
』
は
、
単
な
る
同
居
で
は
な
く
、
む
す
び
つ
き

で
あ
る
か
ら
、
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
、
『
意
味
』
的
関
係
で
あ
る
。
「
ぜ
ひ
私
も
行
き
た
い
。
」
の
「
ぜ
ひ
」
を
話
し
手
の
希
望

と
呼
応
し
て
い
る
と
見
る
か
、
有
情
主
体
の
希
望
と
呼
応
し
て
い
る
と
み
る
か
、
実
現
の
必
要
性
と
呼
応
し
て
い
る
と
見
る
か
、

と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
分
析
者
の
解
釈
力
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」
と
述
べ
て
、

「
比
較
的
単
純
に
形
式
化
し
う
る
『
共
起
』
と
『
呼
応
』
は
基
本
的
に
平
行
関
係
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ

し
て
「
推
量
」
に
お
い
て
は
、
記
憶
の
ま
ま
に
捉
え
る
こ
と
を
『
認
識
』
、
事
態
の
成
立
が
不
確
か
で
そ
の
成
立
可
能
性
に
つ

い
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
を
『
推
量
』
と
区
別
し
、
事
態
→
認
識
→
推
量
と
い
っ
た
関
係
性
を
示
し
た
。 

以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
陳
述
副
詞
化
し
て
い
く
際
、
副
詞
と
文
末
表
現
の
間
に
新
し
い
結
び
つ
き
が
生
じ
た

り
、
消
長
し
た
り
す
る
過
程
を
考
慮
し
て
、
副
詞
と
文
末
表
現
を
「
共
起
」
関
係
と
す
る
。
ま
た
、
話
し
手
が
事
態
を
認
識
し
、

そ
こ
か
ら
話
し
手
の
推
量
と
い
っ
た
判
断
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
「
推
量
」
と
定
義
す
る
。 

な
お
、
先
ほ
ど
の
「
陳
述
副
詞
化
」
と
い
う
の
は
、
文
末
表
現
と
関
係
性
を
結
び
つ
き
は
じ
め
、
推
量
的
意
味
を
表
す
よ
う
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に
至
っ
た
、
そ
の
全
体
的
な
過
程
を
意
味
す
る
。 

 

 
第
四
節 

研
究
方
法 

 
 

一 

文
献
資
料
及
び
時
代
区
分 

 

史
的
研
究
を
行
う
場
合
、
調
査
対
象
と
な
る
文
献
資
料
が
ま
ず
は
重
要
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
資
料
を
用
い
る
か
は
、
研
究

対
象
の
歴
史
的
変
遷
過
程
の
考
察
に
大
き
く
影
響
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
最
も
重
要
な
の
は
全
時
代
を
ふ
ま
え
る
資
料
が

必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
性
格
を
よ
く
見
せ
る
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
多
く
の
作
品
が
必
要

で
あ
る
。 

本
研
究
の
資
料
と
し
て
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』(

小
学
館)

(

以
下
『
新
全
集
』
と
称
す
る)

、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』

(

岩
波
書
店)

 (

以
下
『
大
系
』
と
称
す
る)
や
各
種
の
索
引
類
、
辞
典
類
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
、
『
新
日
本

古
典
文
学
大
系
』(

岩
波
書
店)

 
(

以
下
『
新
大
系
』
と
称
す
る)

、
『
噺
本
大
系
』
（
東
京
党
出
版
）
（
以
下
『
噺
』
と
称
す
る
）

も
用
い
る
。(

具
体
的
な
作
品
名
は
本
稿
の
末
尾
の
【
資
料
一
覧
】
に
記
す)

本
研
究
の
中
心
的
な
資
料
と
す
る
『
新
全
集
』
や

『
大
系
』
に
は
各
時
代
の
主
な
作
品
が
収
録
さ
れ
、
当
時
の
時
代
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

文
献
の
時
代
性
の
留
意
点
に
つ
い
て
沖
森(

二
〇
一
〇)

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

文
献
が
原
本
で
あ
る
の
か
、
著
者
ま
た
は
編
者
の
自
筆
本
で
あ
る
の
か
、
ま
た
写
本(

後
人
が
転
写
し
た
も)

で
あ
る
の
か
、
ま

た
出
版
者
で
あ
れ
ば
初
版
で
あ
る
の
か
、
い
つ
の
版
行
で
あ
る
の
か
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
言
語
事
象
が
ど
の
年
代
の
も
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の
を
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
厳
密
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

沖
森(

二
〇
一
〇)

七
頁 

 
こ
の
よ
う
に
文
献
の
時
代
性
に
留
意
し
て
当
時
を
代
表
す
る
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
『
新
全
集
』
を
大
き
い
枠
と
し
て
、

そ
の
中
か
ら
『
大
系
』
、
索
引
類
、
辞
典
類
で
補
う
こ
と
に
す
る
。『
新
全
集
』
が
も
つ
時
代
性
の
限
界
を
少
し
で
も
超
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

ま
た
、
明
治
時
代
以
降
は
、
日
本
語
、
特
に
語
彙
の
面
で
激
し
い
変
化
を
遂
げ
た
時
代
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
変
化
と
共
に

作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
や
資
料
も
豊
富
に
な
る
時
期
で
あ
る
。
雑
誌
『
太
陽
』
は
当
時
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
当
時
の
言
語
の

実
態
を
反
映
し
た
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
「
雑
誌
『
太
陽
』
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
そ
の
中

で
も
口
語
を
中
心
に
陳
述
副
詞
的
性
格
で
あ
る
副
詞
と
文
末
表
現
の
共
起
形
式
を
見
る
こ
と
に
す
る
。 

次
に
、
時
代
の
区
分
が
重
要
で
あ
る
。
言
語
史
の
時
代
区
分
は
、
言
語
の
通
時
態
な
る
も
の
の
実
証
に
立
脚
し
て
厳
密
に
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
事
象
の
諸
相
を
実
証
的
に
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
時
代
区
分
と
し
て
言
い
づ
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
二
〇

。
時
代
の
区
分
は
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
文
学
史
的
（
日
本
文

学
史
）
か
、
政
治
史
的
（
日
本
史
）
か
に
よ
っ
て
区
分
づ
け
ら
れ
る
が
、
日
本
語
史
で
は
「
古
代
語
・
中
世
語
・
近
代
語
」
の

三
分
法
、
ま
た
は
「
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
」
の
四
分
法
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
政
治
史
に
分
け
る
場
合
は
「
奈
良
時
代
・

平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
・
室
町
時
代
・
江
戸
時
代
」
と
い
う
基
準
に
時
代
を
区
分
す
る(

沖
森 

二
〇
一
〇)

。
し
か
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
区
分
法
に
は
問
題
点
が
あ
る
。
小
野(

二
〇
一
三:

五)

は
政
治
史
的
な
区
分
は
室
町
時
代
と
江
戸
時
代
の
継
ぎ
目

を
ど
の
よ
う
に
名
づ
け
る
か
と
い
う
点
に
な
お
問
題
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
明
治
時
代
以
前
は
政
権
の
存
す
る
場
所
に
よ
る
名
づ

け
で
、
明
治
時
代
以
降
は
天
皇
在
位
に
よ
る
名
づ
け
で
あ
る
と
い
う
点
で
整
合
性
を
欠
く
。
ま
た
、
二
分
法
・
三
分
法
で
は
や

や
粗
過
ぎ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
で
歴
史
的
変
化
を
記
述
し
て
い
く
際
に
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
研
究
対
象
に
よ
っ
て
折
衷
的
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に
時
代
を
区
分
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
個
々
の
副
詞
は
出
現
時
期
や
使
用
状
況
な
ど
に
違
い
が
見
ら
れ
る
た
め
、
時
代
区
分
は

そ
れ
ぞ
れ
の
副
詞
の
語
史
に
よ
っ
て
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
区
分
を
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
。 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。 

 
二 
研
究
対
象
及
び
分
析
の
方
法 

  

こ
こ
で
は
研
究
対
象
の
「
き
っ
と
」
「
お
そ
ら
く
」
「
た
ぶ
ん
」
「
お
お
か
た
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
と
い
っ
た
六
つ

の
副
詞
に
対
し
て
史
的
研
究
を
し
て
い
く
際
、
分
析
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。 

 

ま
ず
、
研
究
対
象
と
す
る
、
六
つ
の
副
詞
は
、
前
述
の
と
お
り
、
現
代
語
で
は
推
量
の
意
を
表
す
陳
述
副
詞
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
い
ず
れ
も
本
来
的
に
陳
述
副
詞
と
し
て
機
能
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
性

質
で
現
れ
、
時
代
に
つ
れ
て
、
陳
述
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
中
で
は
、
文
献
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
す
で
に
陳
述
副
詞
に
な
り
か
け
て
い
る
状
態
の
も
の
も
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
陳
述
副
詞
に
な
り
か
け
て
い
る
「
お
お
か
た
」「
た
い
て
い
」「
た
い
が
い
」
を
陳
述

副
詞
の
一
種
と
し
て
認
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
工
藤(

一
九
八
二:

六
九)

は
、「
大
抵
」

「
大
概
」
な
ど
は
「
大
抵
の
男
」
「
大
概
の
物
」
の
よ
う
な
実
体
量
を
示
す
数
量
詞
の
用
法
か
ら
推
量
と
呼
応
す
る
用
法
を
派

生
し
か
け
て
い
る
と
し
、
こ
れ
ら
は
い
ま
だ
過
渡
的
な
状
態
に
あ
る
と
指
摘
し
、
周
辺
的
な
も
の
も
叙
法
副
詞(

本
研
究
で
い

う
「
陳
述
副
詞
」
に
当
た
る
）
と
し
て
記
述
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
陳
述
副
詞
と
し
て
派
生
し
か
け
て
い
る
副
詞
の
史
的
研
究
を
も
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
す
で
に
陳
述
副
詞
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
副
詞
の
過
渡
期
的
な
過
程
を
も
関
連
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、「
き
っ
と
」「
お
そ
ら

く
」
「
た
ぶ
ん
」
「
お
お
か
た
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
を
研
究
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
。 
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次
に
、
分
析
の
方
法
に
あ
た
っ
て
は
、
分
類
に
お
い
て
基
本
的
に
語
形
（
形
態
）
を
優
先
す
る
。
文
脈
上
の
意
味
を
基
に
分

類
す
る
に
は
か
な
り
の
主
観
性
が
入
り
込
み
、
例
外
が
多
く
な
り
分
類
し
難
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
語
形
優
先

と
す
る
に
せ
よ
、
各
時
代
に
お
け
る
副
詞
の
性
質
に
よ
っ
て
適
切
な
分
類
基
準
を
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
用
例
の
解
釈

に
お
い
て
は
、
文
脈
上
の
意
味
を
判
断
す
る
の
に
客
観
性
を
保
つ
た
め
に
『
新
全
集
』
の
現
代
語
訳
を
参
考
に
し
た
。 

陳
述
副
詞
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
に
お
い
て
は
、
小
林
（
一
九
七
八
・
一
九
八
〇
）
の
分
類
基
準
を
基
に
す
る
。
小
林

は
「
分
類
語
彙
表
」
の<

用
の
類>

と
『
国
語
動
詞
の
一
分
類
』
に
み
ら
れ
る
四
種
の
動
詞
、
ま
た
「
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用
字
・

第
一
分
冊
」
の<

使
用
率
順
語
彙
表>

を
基
に
一
二
〇
の
動
詞
を
抽
出
し
た
。
こ
の
述
語
部
分
と
な
る
述
部
分
の
構
造
を
渡
辺
の

助
動
詞
の
二
種
三
類
、
及
び
終
助
詞
の
分
類
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
四
つ
の
段
階
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。 

 

(
Ⅰ

)

「
比
況
、
様
子
、
希
望
、
て
い
る
・
て
し
ま
う
」 

(
Ⅱ

)

「
た
（
だ
）
、
肯
定
、
否
定
」 

(
Ⅲ

)

「
疑
問
、
意
志
、
推
量
、
断
定
」 

(
Ⅳ

)

「
感
動
、
祈
り
、
義
某
、
勧
誘
、
依
頼
、
命
令
、
念
押
し
、
問
い
か
け
」 

 
 

 

以
上
、
こ
こ
ま
で
「
序
章
」
と
し
て
、
本
研
究
の
目
的
や
先
行
研
究
の
概
観
と
と
も
に
本
研
究
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
そ

の
上
で
研
究
方
法
な
ど
を
述
べ
た
。
次
は
「
序
章
」
で
述
べ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
の
歴
史
的

変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

                                         

          

 

一 
 

国
語
学
会
編
（
一
九
八
〇
）
『
国
語
学
大
辞
典
』
七
四
四
頁 
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二 

 

工
藤(

二
〇
〇
〇)

一
六
五
頁 

三 
 

筆
者
に
よ
る
作
例 

四 
 

国
立
国
語
研
究
所(

一
九
九
一)

、
鈴
木
重
幸(

一
九
七
三)

 

五 
 

川
瀬(
二
〇
一
三)

再
引
用
、
濱
田(

一
九
九
一)

 

六 
 

田
和(
二
〇
一
二)

に
よ
っ
て
文
法
書
の
副
詞
に
関
す
る
記
述
等
を
含
む
副
詞
研
究
文
献
の
中
か
ら
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ぞ
れB

.
H
.
C
h
a
m
b
e
r
l
a
i
n
(

一
八
八
八
、
丸
山
・
岩
崎(

一
九
九
九)

に
よ
る
訳
語)

、
渡
辺 

実(

一
九
七
一
・
一
九
八
三)

、
竹
内
美
智

子(

一
九
七
三)
、
仁
田
義
雄(

一
九
九
一
・
二
〇
〇
二)

、
森
本
順
子(

一
九
九
一)

、
工
藤 

浩(

二
〇
〇
〇)

 

に
よ
る
異
名
で
あ
る
。 

七 
 

川
瀬(

二
〇
一
三)
六
頁 

八 
 

国
立
国
語
研
究
所(

一
九
九
一)

、
杉
村 

泰(

二
〇
〇
九
）
、
森
本
順
子(

一
九
九
四)

な
ど
が
あ
る
。 

九 
 

山
田
の
学
説
は
『
日
本
文
法
論
』
『
日
本
文
法
講
義
』
『
日
本
口
語
法
講
義
』
『
日
本
文
法
学
概
論
』
な
ど
に
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

一
〇 

時
枝
の
学
説
は
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
に
基
づ
く
。 

一
一 

国
立
国
語
研
究
所(

一
九
九
一)
一
一
頁 

一
二 

森
本(

一
九
九
四)

五
～
六
頁 

引
用 

一
三 

渡
辺
の
学
説
は
『
国
語
構
文
論
』
に
基
づ
く
。 

一
四 

鈴
木(

一
九
七
三)

一
一
〇
頁 

一
五 

国
立
国
語
研
究
所(

一
九
九
一)

二
九
頁 

一
六 

工
藤
の
学
説
は
「
叙
述
副
詞
の
意
味
と
機
能-

そ
の
記
述
方
法
を
も
と
め
て-

」
『
国
立
国
語
研
究
所
研
究
報
告
集
』(

3)

に
基
づ
く
。 

一
七 

工
藤(

一
九
八
二)

 

一
八 

川
瀬(

二
〇
一
三)

 

一
九 

杉
村(

二
〇
〇
九)

は
主
に
副
詞
と
文
末
の
形
式
を
見
る
こ
と
か
ら
「
共
起
」
と
い
う
用
語
を
用
い
た
。 

二
〇 

沖
森(

二
〇
一
〇)

六
一
頁 
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第
一
章 

「
き
っ
と
」
に
つ
い
て 

 

 

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
に
お
い
て
、
「
き
っ
と
」
は
話
し
手
の
主
観
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
推
測
を
表
す
も
の
と
さ
れ
る
。 

 

(

一)

雲
が
出
て
き
た
。
今
夜
は
き
っ
と
雨
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

『
日
本
語
文
型
辞
典
』（
一
九
九
八)

九
八
頁 

(

二)

靴
が
な
い
か
ら
、
彼
は
き
っ
と
帰
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

一
三
二
頁 

 

(

一)

は
前
文
「
雲
が
出
て
き
た
」
と
い
う
状
況
を
見
て
、
話
し
手
は
「
今
夜
は
雨
が
降
る
」
と
い
う
こ
と
を
推
量
し
て
い
る
。

(

二)

は
「
靴
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
話
し
手
は
「
彼
は
も
う
帰
っ
た
」
と
推
量
し
て
い
る
。(

一)
(

二)

の
話
し
手
の
推
量

に
は
、
あ
る
状
況
か
ら
話
し
手
の
主
観
的
な
判
断
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
ず
れ
の
「
き
っ
と
」
は
文
末
の
「
だ
ろ
う
」

形
と
共
起
関
係
に
あ
る
。 

し
か
し
、「
き
っ
と
」
を
歴
史
的
に
見
る
と
、
語
形
や
意
味
用
法
に
お
い
て
現
代
語
と
は
異
な
る
。『
日
本
語
語
源
辞
典
』(

二

〇
〇
五
：
二
三
七)

に
よ
る
と
、「
き
っ
と
」
の
も
と
の
形
と
し
て
「
き
と
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
す
ば
や
く
、
し
っ
か
り
と
」

と
い
う
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
の(

三)

は
中
古
に
見
え
る
「
き
と
」
の
用
例
で
あ
る
。 

 

(

三)

御
輿
を
寄
せ
給
（
ふ
）
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
。
『
竹
取
物
語
』(

大
系
・
五
七
頁
・
九
〇
〇
年
頃)
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(

三)

は
「
き
っ
と
」
の
初
出
の
も
の
と
し
て
、
動
き
の
変
化
を
表
す
様
態
副
詞
の
よ
う
な
機
能
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版(

二
〇
〇
一:

二
〇
一
、
以
下
『
日
国
』
と
称
す
る)

に
も
「
す
ば
や
く
」
の
意
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
『
新
全
集
』
と
称
す
る
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』（
六
一
頁
）
に
は
「
か

ぐ
や
姫
は
急
に
影
の
よ
う
に
な
っ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
現
代
語
訳
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
急
に
」
と
い
う
注
釈
が

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。 

以
上
の(

一)
(

二)
と(

三)

か
ら
、
「
き
っ
と
」
に
は
、
時
代
に
よ
る
語
形
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
意
味
用
法
に
お
い
て
も
変

化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
本
章
で
は
、
「
き
と
」
か
ら
「
き
っ
と
」
へ
の
語
形
変
化
と
様
態
副
詞
か
ら
陳
述
副

詞
へ
の
意
味
用
法
の
変
化
の
両
方
に
焦
点
を
当
て
て
、
歴
史
的
変
遷
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

な
お
、
本
章
の
代
表
的
表
記
は
「
き
っ
と
」
と
す
る
。
以
下
で
挙
げ
る
用
例
の
所
在
は
作
品
名
、
依
拠
本
名
、
頁
、
成
立
年

度
を
示
す
。
用
例
を
引
用
す
る
際
、
依
拠
本
の
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。 

  

第
二
節 

中
古
か
ら
近
世
に
お
け
る
「
き
っ
と
」
の
変
遷
過
程 

 
 

 
 

 

一 

中
古 

 

管
見
に
よ
れ
ば
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』「
上
代
編
」(

一
九
六
七)

及
び
『
古
事
記
』『
日
本
書
記
』『
万
葉
集
』『
風
土
記
』

『
万
葉
集
』
な
ど
に
は
「
き
と
」
は
見
当
た
ら
ず
、
確
例
と
見
ら
れ
る
の
は
『
竹
取
物
語
』
（
初
出
：
九
〇
〇
年
頃
）
を
含
め

て
『
枕
草
子
』(

一
〇
〇
一
年
頃)

、
『
堤
中
納
言
物
語
』(

一
〇
五
五
年
頃
）
な
ど
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
一

。 
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(

四)

「
さ
て
い
づ
ら
、
歌
は
」
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、
か
う
か
う
と
啓
す
れ
ば
、
「
く
ち
を
し
の
事
や
。
上
人
な
ど
の
聞
か

む
に
、
い
か
で
か
、
つ
ゆ
を
か
し
き
事
な
く
て
は
あ
ら
む
。
そ
の
聞
き
つ
ら
む
所
に
て
、
き
と
こ
そ
は
よ
ま
ま
し
か
。
」  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
枕
草
子
』
第
九
五
段
（
新
全
集
・
一
八
九
頁
・
一
〇
〇
一
年
頃
） 

(

五)

あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
、
い
ま
一
人
の
少
将
の
君
も
、
母
上
の
御
風
よ
ろ
し
き
さ
ま
に
見
え
た
ま
へ
ば
、
「
か
し
こ
へ
」

と
思
せ
ど
、
「
夜
な
ど
、
き
と
た
づ
ね
た
ま
ふ
こ
と
も
あ
ら
む
に
、
折
節
、
な
か
ら
む
も
」
と
思
し
て
、
御
車
奉
り
た

ま
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
堤
中
納
言
物
語
』（
新
全
集
・
四
六
五
頁
・
一
〇
五
五
年
頃
） 

(

六)

局
よ
り
、
い
そ
ぎ
た
る
け
し
き
に
て
、
「
き
と
お
は
し
ま
せ
。
三
位
殿
、
絶
え
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
ひ
て
、
引
き 

抜
け
て
、
ゐ
て
去
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上(

新
全
集
・
四
二
五
頁
・
一
一
〇
九
年
頃)

 

 

平
安
時
代
か
ら
院
政
期
の
「
き
っ
と
」
は
「
き
と
」
と
い
う
語
形
で
あ
り
、
様
態
副
詞
的
に
機
能
し
て
い
る
。(

四)
(

六)

は
、

初
出
の
も
の
と
同
様
に
動
作
性
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、「
動
作
の
動
き
の
速
さ
」
を
表
す
。『
新
全
集
』
の
現
代
語
訳
に
は
、(

四)

に
は
「
す
ぐ
に
、
さ
っ
と
」（
一
九
〇
頁
）
と
い
う
注
釈
が
付
い
て
お
り
、「
さ
っ
と
詠
め
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
訳
さ
れ
て
い

る
。(

六)

は
「
す
ぐ
に
お
い
で
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」
（
四
二
五
頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、(

五)

は
「
ふ
と
母
上
が
お
呼
び
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
」（
四
六
五
頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
て
、「
何
か
を
ぱ
っ
と
思

い
出
す
／
は
じ
め
よ
う
と
す
る
、
そ
の
瞬
間
」
な
ど
の
意
味
を
表
す
。
未
実
現
の
事
態(

あ
る
い
は
、
事
柄)

を
「
ふ
と
」
思
い

出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

平
安
時
代
の
「
き
と
」
は
「
動
作
の
動
き
が
速
い
さ
ま
」
や
「
何
か
を
ふ
と
思
い
出
し
た
り
、
は
じ
め
よ
う
と
し
た
り
す
る

そ
の
瞬
間
的
な
様
子
」
な
ど
を
表
し
て
い
た
。
た
だ
、
少
数
の
用
例
で
あ
り
な
が
ら
、
「
き
っ
と
」
の
も
と
の
形
と
し
て
「
き

と
」
が
現
れ
、
主
に
様
態
性
を
も
つ
副
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
、
現
代
語
の
意
味
や
用
法
と
は
か
な
り
離
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 
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二 

中
世
～
近
世 

 

二
・
一 

中
世
前
期 

 

そ
し
て
、
動
作
や
行
動
に
対
し
て
「
ち
ゃ
ん
と
す
る
／
し
っ
か
り
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
確
か
に
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
以
下
の(

七)

は
『
歌
論
集
』
の
も
の
で
、
「
ち
ゃ
ん
と
歌
を
詠
む
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。 

 

(

七)

あ
ま
り
案
じ
く
だ
き
し
程
に
、
た
け
な
ど
ぞ
い
た
く
は
た
か
く
は
な
か
り
し
か
ど
も
、
い
ざ
た
け
あ
る
哥
詠
ま
む
と
て
、

「
龍
田
の
奥
に
か
ゝ
る
白
雲
と
三
射
の
哥
に
詠
み
た
り
し
、
恐
ろ
し
か
り
き
。
折
に
つ
け
て
、
き
と
哥
詠
み
、
連
哥
し
、 

 
 

な
い
し
狂
歌
ま
で
も
、
に
は
か
の
事
に
、
故
あ
る
や
う
に
詠
み
し
方
、
眞
實
の
堪
能
と
見
え
き
。 

『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』（
大
系
・
一
四
七
頁
・
一
二
二
五
～
七
年
頃)

 

 

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
「
き
と
」
は
様
々
な
場
面
で
様
態
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
、
特
定
の
動
詞
類
を
伴
っ
て
固
定
表

現
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
き
と
＋
感
覚
／
思
考
動
詞
類
」
と
「
き
と
＋
移
動
動
詞
類
」
の
表
現
が
目
立
つ
。 

ま
ず
「
き
と
＋
感
覚
／
思
考
動
詞
類
」
表
現
か
ら
見
て
い
く
。「
き
と
」
に
感
覚
動
詞
や
思
考
動
詞
を
つ
け
て
、「
鋭
く
何
か

を
見
抜
こ
う
と
し
た
り
、
考
え
た
り
す
る
さ
ま
」
二

と
い
う
よ
う
な
意
を
表
す
。「
き
と
」
の
後
に
つ
く
感
覚
動
詞
に
は
「
見
る
」

系
、
思
考
動
詞
に
は
「
思
う
・
考
え
る
」
系
な
ど
の
動
詞
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
中
世
後
期
、

近
世
に
か
け
て
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
近
世
に
は
「
き
っ
と
＋α

」
的
な
変
形
型
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

「
き
と
＋
感
覚
／
思
考
動
詞
類
」
表
現
は
、
特
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』(
一
二
二
一
年
頃)

に
多
い
。
全
一
一
例
の
う
ち
、
七
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例
が
こ
の
表
現
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
の(

八)

～(

一
三)

は
「
き
と
＋
見
る
系
」
で
あ
り
、「
見
る
、
見
上
げ
る
、

目
見
入
れ
る
」
な
ど
の
動
詞
が
後
続
し
て
い
る
。(

九)

の
「
き
と
見
る
」
（
用
例
は
動
詞
「
見
る
」
の
テ
形
）
は
最
も
典
型
的

な
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て(

一
四)

は
「
き
と
＋
思
う
系
」
で
あ
り
、
思
考
動
詞
の
「
思
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 (

八)

き
と
目
見
入
れ
奉
る
に
よ
り
て
か
く
お
は
し
ま
す
な
り
。 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
一
（
新
全
集
・
四
二
頁
・
一
二
二
一
年
頃
） 

(

九)
(

前
略)

こ
の
少
将
の
う
へ
に
、
鳥
の
と
び
て
通
り
け
る
が
、
ゑ
ど
を
し
か
け
け
る
を
、
晴
明
、
き
と
見
て
、
あ
は
れ
世 

に
も
あ
ひ
、
年
な
ど
も
わ
か
く
て
、
み
め
も
よ
き
人
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
、
式
に
う
て
け
る
に
か
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
巻
第
二
（
一
〇
一
頁
） 

(

一
〇)

そ
の
前
を
過
ぐ
る
程
に
、
き
と
見
や
り
た
れ
ば
、
内
に
地
蔵
立
ち
給
へ
り
。 

 
 

『
同
右
』
巻
第
三
（
一
二
三
頁
） 

(

一
一)

御
障
子
な
ど
は
少
し
古
り
た
る
程
に
や
と
見
る
程
に
、
中
の
障
子
引
き
あ
く
れ
ば
、
き
と
見
あ
げ
た
る
に
、
こ
の
子

と
名
の
る
人
歩
み
出
で
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
同
右
』
巻
第
五
（
一
八
四
頁
） 

(

一
二)

大
方
か
た
じ
け
な
く
候
ひ
し
に
、
御
障
子
を
引
き
あ
け
さ
せ
給
ひ
候
ひ
し
を
き
と
見
あ
げ
参
ら
せ
て
候
ひ
し
に
、
御

烏
帽
子
の
真
黒
に
て
、
先
づ
さ
し
出
で
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
候
ひ
し
が
、 

 
 

 

『
同
右
』
巻
第
五
（
一
八
七
頁
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(

一
三)

政
所
へ
行
く
と
て
、
塔
の
も
と
を
常
に
過
ぎ
歩
き
け
れ
ば
、
塔
の
も
と
に
、
古
き
地
蔵
の
物
の
中
に
捨
て
置
き
た
る 

を
き
と
見
奉
り
て
、
時
々
き
ぬ
か
ぶ
り
し
た
る
を
う
ち
脱
ぎ
、
頭
を
傾
け
て
、
す
ご
し
す
ご
し
敬
ひ
拝
み
つ
つ
行
く 

時
も
あ
り
け
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
同
右
』
巻
第
五
（
一
九
三
頁
） 

(

一
四)
(

前
略)

月
影
の
板
間
よ
り
漏
り
た
り
け
る
に
、
指
貫
の
く
く
り
長
や
か
に
て
、
ふ
と
見
え
け
れ
ば
、
そ
れ
に
き
と
思

ふ
や
う
、「
我
が
妻
の
も
と
に
は
、
か
や
う
に
指
貫
着
た
る
人
は
よ
も
来
じ
も
の
を
。
」『
同
右
』
巻
第
二
（
九
二
頁
） 
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次
に
「
き
と
＋
移
動
動
詞
類
」
表
現
を
見
て
い
く
。「
き
と
」
に
「
行
く
」「
来
る
」
な
ど
移
動
を
表
す
動
詞
が
つ
い
て
動
作

や
行
動
を
「
急
い
で
」
行
う
と
い
う
よ
う
な
意
を
表
す
。
こ
の
表
現
は
時
代
の
特
徴
が
反
映
さ
れ
、
主
に
上
流
階
級
者
が
自
分

よ
り
下
の
人
に
対
し
て
「
き
と
参
れ
」
と
い
う
表
現
で
使
用
さ
れ
る
例
が
多
く
見
え
る
。 

 

(

一
五
）
「
い
か
さ
ま
様
あ
る
事
な
ら
ん
」
と
て
、
榻
を
召
し
寄
せ
て
御
尻
を
掛
け
て
、
晴
明
に
、
「
き
と
参
れ
」
と
召
し
に

遣
は
し
た
り
け
れ
ば
、
晴
明
則
ち
参
り
た
り
。 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
十
四
（
新
全
集
・
四
五
〇
頁
・
一
二
二
一
年
頃
） 

(

一
六)

さ
か
い
き
に
な
り
て
は
し
り
向
て
い
う
や
う
、
「
只
今
内
裏
へ
き
と
ま
い
ら
せ
給
へ
。 

 

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
六(

大
系
・
四
二
三
頁
・
一
二
五
四
年
頃
） 

(

一
七)

仰
ら
る
べ
き
事
あ
り
て
、
き
と
ま
い
れ
と
仰
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
あ
さ
ま
し
き
大
段
名
に
て
御
返
事
申
け
る
、 

『
同
右
』
巻
第
十
六(

四
一
七
頁) 

 

様
態
副
詞
と
し
て
固
定
的
な
言
い
方
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
語
形
に
お
い
て
も
「
き
と
」
に
促
音
「
つ
」
が
挿

入
し
て
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
の
語
形
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
依
拠
本
で
あ
る
が
、
調
査
し
た
範
囲
で
、
促
音
「
つ
」
を
介

し
て
は
じ
め
て
現
れ
る
の
は
『
金
刀
比
羅
本
保
元
物
語
』
三(

一
二
二
〇
年
頃)

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
き
と
」
「
き
つ
と
／
き
っ

と
」
の
語
形
が
併
用
さ
れ
て
い
て
、
「
き
と
」
か
ら
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
の
形
に
完
全
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
端
的

な
例
で
は
、
同
時
期
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』(

一
二
二
一
年
頃)
の
全
例
は
「
き
と
」
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
無
表
記

で
あ
っ
た
促
音
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、「
つ
」
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
も
「
き
っ
と
」
と
い
う
発
音
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
「
き
と
」
は
そ
の
ま
ま
促
音
の

な
い
ま
ま
の
語
形
で
あ
っ
た
こ
と
も
必
ず
し
も
否
定
で
き
な
い
。
た
だ
。
後
述
す
る
よ
う
に
中
世
後
期
以
降
の
資
料
で
は
、
表
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記
語
形
は
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
形
が
定
着
し
て
お
り
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』「
室
町
時
代
編
」(

二)

（
一
九
八
五
～
二
〇

〇
一
：
五
一
五
）
に
も
、
「
き
と
」
の
促
音
化
し
た
強
調
形
と
し
て
促
音
「
つ
」
が
挿
入
さ
れ
た
「
き
つ
と
」
が
書
か
れ
て
い

る
が
、「
き
と
」
の
見
出
し
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
一
六
〇
三
年
頃
の
近
世
初
期
に
発
行
さ
れ
た
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』

（
一
九
八
〇:
五
一
〇
）
に
も
「Q

i
t
t
o
.

キ
ッ
ト(

急
度)

」
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
促
音
が
介
在

す
る
時
期
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
は
促
音
が
介
在
す
る
「
き
っ
と
」
と
い
う
語
形
が
用
い
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、
次
第
に
そ
の
語
形
が
一
般
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 (

一
八)

四

「
志
保
見
五
郎
が
頸
の
骨
射
き
ら
ん
と
指
し
あ
て
放
ち
た
り
。
志
保
見
き
っ
と
み
て
矢
に
ち
が
は
む
と
頸
を
う
ち 

ふ
り
た
れ
共
、
な
ど
か
は
は
づ
る
べ
き
」 

 
 

 

『
金
刀
比
羅
本
保
元
物
語
』
中(

『
日
国
』
・
一
二
二
〇
年
頃)

 

 

た
だ
、
「
き
と
＋
感
覚
／
思
考
動
詞
類
」
か
ら
「
き
つ
と
／
き
っ
と
＋
感
覚
・
思
考
動
詞
類
」
と
い
う
よ
う
に
、
修
飾
す
る

動
詞
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
意
味
の
面
で
は
変
化
は
な
い
。
「
き
つ
と
／
き
っ
と
＋
移
動
動
詞
類
」
も
同
じ
く
、
意

味
自
体
に
変
化
は
な
い
。
た
だ
し
、
極
め
て
希
で
あ
る
が
、
以
前
と
違
っ
て
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
を
「
必
ず
」
と
訳
す
も
の

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
五

。
こ
れ
ま
で
は
様
態
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
様
態
性
の
意
味
か
ら
離
れ
て
、
未

実
現
の
事
態
や
事
柄
に
対
し
て
、
話
し
手
が
「
必
ず
」
そ
の
行
動
や
事
態
を
実
行
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

以
下
は
、
い
ず
れ
も
『
保
元
物
語
』
の
用
例
で
あ
る
。(

一
九)
は
法
皇
が
巫
女
に
命
令
す
る
場
面
で
、
「
不
審
な
こ
と
が
あ

る
か
ら
巫
女
に
『
必
ず
』
占
っ
て
報
告
す
る
」
六

と
命
令
す
る
、(
二
〇)

は
入
道
殿
の
お
使
い
で
あ
る
義
通
が
入
道
殿
の
こ
と

を
伝
え
る
場
面
で
、
「
入
道
殿
は
子
供
た
ち
に
『
必
ず
』
出
会
お
う
」
と
思
っ
て
い
る
七

と
訳
さ
れ
て
い
る(

た
だ
し
、
こ
れ
ら

の
解
釈
に
主
観
性
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い)

。
い
ず
れ
も
未
実
現
の
こ
と
で
、（
一
九
）
は
「
巫
女
が
占
う
」
と
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い
う
こ
と
、
（
二
〇
）
は
「
子
供
に
出
会
う
」
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
未
実
現
の
こ
と
に
対
し
て
、「
実
現
さ
せ
る
」
と
い
っ

た
話
し
手
の
判
断
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。 

 

(

一
九)

(
法
皇
→
巫
女)

法
皇
、
こ
れ
を
夢
と
も
な
く
現
と
も
な
く
御
覧
あ
り
て
、
人
々
に
は
か
う
と
も
仰
せ
ら
れ
ず
、
山
上

に
無
双
の
伊
岡
の
板
と
申
す
巫
女
を
召
さ
れ
て
、「
御
不
審
の
事
あ
り
。
き
つ
と
占
ひ
申
せ
」
と
仰
せ
あ
る
。
巫
女
、

朝
よ
り
権
現
を
降
し
奉
り
し
に
、
日
中
過
ぐ
る
ま
で
え
降
り
さ
せ
た
ま
は
ず
。 

『
保
元
物
語
』
上
（
新
全
集
・
二
一
九
頁
・
一
二
二
〇
年
頃
） 

(

二
〇)

義
通
申
し
け
る
は
、
「
入
道
殿
は
船
岡
山
に
籠
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
が
、
『
ま
た
都
に
合
戦
候
ふ
べ
し
』
と
て
、
『
軍

の
慣
ら
ひ
、
き
つ
と
見
ん
と
思
ふ
と
も
、
見
ぬ
事
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、
公
達
た
ち
向
へ
進
ら
せ
よ
』
と
仰
せ
候
ふ
あ

ひ
だ
、
御
迎
へ
に
参
り
て
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
十
一
に
な
る
亀
若
、
九
に
な
る
鶴
若
、
七
に
な
る
天
王
と
て
、

三
人
は
、
聞
き
あ
へ
ず
、
喜
び
て
、
輿
に
走
り
乗
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』
下
（
三
五
二
頁
） 

 

以
上
、
中
世
前
期
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
き
っ
と
」
は
、
一
三
世
紀
頃
（
一
二
一
六
年
～
一
二
二
〇
年
頃
？
）
を
境
に
「
き

と
」
か
ら
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
へ
と
促
音
が
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
意
味
の
上
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
様
態
性
の
意
味
か

ら
、
あ
る
行
動
や
事
態
に
対
し
て
間
違
い
な
く
行
う
と
い
う
話
し
手
の
判
断
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
八

。 

 

二
・
二 

中
世
後
期
～
近
世 

 

中
世
後
期
以
降
か
ら
も
、
上
述
の
よ
う
に
、
『
日
葡
辞
書
』
な
ど
で
は
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
が
見
出
し
語
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
噺
本
な
ど
に
は
「
き
と
」
の
語
形
も
見
ら
れ
る
。 
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(

二
一)

わ
れ
お
ち
に
き
と
人
に
か
た
る
な
と
よ
お
み
て
、
ま
て
ど
も
一
人
も
立
か
へ
ら
ず
。
な
と
は
や
ひ
事
し
け
る
に
、
恥

か
し
が
り
て
逃
げ
帰
り
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
新
竹
斎
』(

噺
・
二
〇
四
頁
・
江
戸
前
期)

 

 

依
然
と
し
て
様
態
副
詞
的
性
格
が
強
い
中
で
、
事
態
や
行
動
に
対
し
て
「
ち
ゃ
ん
と
／
し
っ
か
り
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
確

か
に
」
と
い
う
意
を
表
す
も
の
や
、
「
き
っ
と
＋
感
覚
動
詞
類
／
思
考
動
詞
類
」
と
い
う
表
現
で
多
数
の
例
が
見
え
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
様
態
副
詞
と
し
て
動
作
性
と
瞬
間
性
を
表
す
用
法
、
お
よ
び
「
き
っ
と
＋
感
覚
動
詞
類
／
思
考
動
詞
類
」
と
と
も

に
使
わ
れ
た
「
き
っ
と
＋
移
動
動
詞
類
」
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
く
な
っ
た
。
以
下
の
用
例
で
は
、(

二
二)

は
「
き
っ
と
＋
感
覚

動
詞
類
／
思
考
動
詞
類
」
の
典
型
的
表
現
で
「
き
っ
と
見
る
」
、(

二
三)

は
「
ふ
と
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。(

二
四)

は
何
か

を
「
ぎ
ゅ
う
と
」
す
る
さ
ま
、(
二
五)

は
「
背
中
に
ち
ゃ
ん
と
背
負
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。 

 

(

二
二)

五
郎
、
此
よ
し
き
つ
と
見
て
、
本
田
が
わ
れ
ら
を
ま
ね
き
つ
る
は
、
樣
こ
そ
あ
れ
と
思
ひ
、
松
明
に
ひ
き
そ
ば
め
、 

廣
縁
に
づ
ん
ど
あ
が
り
、
「
何
事
ぞ
や
、
本
田
殿
」
と
さ
ゝ
や
き
け
れ
ば
、
本
田
、
小
声
に
な
り
て
、
「
夜
陰
の
名

字
は
詮
な
し
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
曽
我
物
語
』
巻
第
九(

大
系
・
三
四
九
頁
・
一
三
六
一
年
頃
？
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

二
三)

(

義
経
→
弁
慶
）
弁
慶
「
畏
つ
て
候
。(

正
面
を
向
き
）
そ
れ
が
し
き
つッ

と
案
じ
出
し
た
る
事
の
候
。
わ
れ
ら
を
始
め
て

皆
々
憎
い
山
伏
に
て
候
ふ
が
（
立
衆
を
見
わ
た
す
）
、
何
と
申
し
て
も
御
姿
隠
れ
御
座
な
く
候
ふ
間
（
子
方
へ
向
く
）
、

こ
の
ま
ま
に
て
は
い
か
が
と
存
じ
候
。 

『
四
番
目
物(

二)

』
「
安
宅
」(

謡
曲
集
・
新
全
集
・
三
五
九
頁
・
南
北
朝
時
代
～
室
町
時
代
頃)

 

(

二
四)

(

太
郎
冠
者
→
主)

私(

太
郎
冠
者)

の
申
す
は
、
「
こ
こ
な
者
は
。
最
前
の
菓
子
は
く
れ
ず
、
酒
肴
は
く
れ
ず
、
何
も 

返
す
物
は
な
い
」
と
申
し
て
ご
ざ
れ
ば
、
何
が
足
の
早
い
お
は
し
た
で
ご
ざ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
私
へ
追
っ
付
き
ま
し
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て
、
右
の
手
を
き
っ
と
捕
え
、
「
お
の
れ
最
前
の
物
を
返
せ
」
と
申
し
ま
す
る
に
よ
っ
て
、
「
今
も
言
う
と
お
り
、

何
も
返
す
物
は
な
い
」
と
申
し
て
ご
ざ
れ
ば
、
「
お
の
れ
そ
の
つ
れ
を
言
う
て
返
さ
ず
は
、
こ
の
手
を
ね
じ
上
ぐ
る

ぞ
」
「
ア
痛
ア
痛
ア
痛
」
。
私
の
右
の
手
を
き
っ
と
ね
じ
上
げ
ま
し
た
に
よ
っ
て
、 

『
大
名
狂
言
』
「
茫
々
頭
」(

大
系
・
二
一
四
頁)

 

(

二
五)

(

目
代
→
中
国
の
者)

目
代
「
論
は
む
や
く
い
そ
ひ
で
い
ゑ
」
中
国
の
者
「
わ
が
物
ゆ
へ
に
ほ
ね
を
を
る
、
〱
、
心
の
う

ち
ぞ
お
か
し
き
。(

中
略)

ひ
や
う
ご
を
た
つ
て
二
日
に
、
と
が
の
尾
に
も
つ
き
し
か
ば
、
み
ね
の
坊
、
谷
の
坊
、
こ

と
に
め
い
よ
し
け
る
は
、
あ
か
ひ
の
ば
う
の
ほ
か
ぜ
を
、
十
き
ん
ば
か
り
か
ひ
入
、
こ
の
つ
ぼ
に
と
う
ど
お
さ
め
て
、

せ
な
か
に
き
っ
と
背
負
う
て
、
ひ
や
う
ご
を
さ
し
て
く
だ
れ
ば
、
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
狂
言
集
』
「
茶
つ
ぼ
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
下
・
二
二
頁)

 

 

中
世
前
期
に
生
じ
は
じ
め
た
「
事
態
や
行
動
に
対
し
て
、
話
し
手
に
よ
っ
て
間
違
い
な
く
行
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
す

用
例
の
使
用
も
引
き
続
き
み
ら
れ
る
。 

 (

二
六)

(

酒
屋
→
太
郎
冠
者)

酒
屋
「
そ
ち
の
二
、
三
日
、
二
、
三
日
は
、
ほ
う
ど
聞
き
飽
い
た
。
き
っ
と
九

算
用
を
さ
し
め
。
」

太
郎
冠
者
「
畏
ま
っ
て
ご
ざ
る
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

『
小
名
狂
言
』「
千
鳥
」（
新
全
集
・
一
七
二
頁
） 

(

二
七)

(

菊
都
→
勾
當)

菊
都
「
さ
て
さ
て
苦
々
し
い
こ
と
じ
ゃ
。
た
だ
い
ま
そ
れ
へ
參
り
ま
す
る
。
エ
イ
エ
イ
ヤ
ッ
ト
ナ
、

ヤ
ッ
ト
ナ
ヤ
ッ
ト
ナ
。
」
勾
當
「
さ
て
さ
て
憎
い
や
つ
の
、
お
の
れ
ひ
と
り
渡
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
」

菊
都
「
サ
ア
サ
ア
、
今
度
こ
そ
き
っ
と
負
わ
れ
さ
せ
ら
れ
い
。
」
勾
當
「
心
得
た
。
」
菊
都
「
渡
り
ま
す
る
ぞ
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
出
家
座
頭
狂
言
』
「
と
ぶ
が
っ
ち
り
」
（
大
系
・
三
四
五
頁
） 
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そ
こ
で
は
文
末
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
か
ら
、
「
ま
ち
が
い
な
く
、
あ
る
事
態
が
行
わ
れ
る
」
こ
と
に
対
し
て
話
し
手
が
予

測
す
る
と
い
っ
た
推
量
の
意
が
現
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、
話
し
手
の
判
断
が
含
蓄
さ
れ
、
そ
の
可
能
性
を
推
量
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
（
二
八
）
（
二
九
）
で
は
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
が
推
量
の
意
味
を
表
す
文
末
表
現
と
対

応
す
る
用
例
で
あ
る
。(

二
八)

は
推
量
の
「
べ
し
」
形
、(

二
九)

は
「
う
／
よ
う
」
形
と
応
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は

(

二
八)

を
「
き
っ
と
」
と
推
量
形
と
の
共
起
関
係
が
み
ら
れ
る
も
の
の
初
出
と
し
、
少
な
く
と
も
一
六
世
紀
頃
以
降
か
ら
陳
述

性
が
見
ら
れ
る
と
推
定
す
る
。
こ
れ
は
『
日
国
』
一
〇

に
示
さ
れ
て
い
る
用
例
よ
り
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ

う
な
共
起
関
係
は
狂
言
に
偏
っ
て
現
れ
る
。 

 

(

二
八)

花
ハ
今
夜
ノ
中
ニ
、
急
渡(

＝
急
度)

発
ㇰ
ベ
シ
。  

 
 
 
 
 
 
 
 

『
中
華
若
木
詩
抄
』
中(

三
三
頁
・
一
五
三
四
年
頃
？)

 

(

二
九)

(

酒
屋
→
太
郎
冠
者)

酒
屋
「
エ
イ
太
郎
冠
者
殿
、
わ
ご
り
ょ
の
來
る
を
待
っ
て
い
た
。
」
太
郎
冠
者
「
と
は
ま
た
い
か

よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
る
。
」
酒
屋
「
内
々
の
通
い
の
面
は
何
と
召
さ
る
ぞ
。
」
太
郎
冠
者
「
さ
れ
ば
そ
の
こ
と
で
ご

ざ
る
。
内
々
の
通
い
の
面
は
、
近
々
に
は
算
用
致
し
ま
し
ょ
う
ほ
ど
に
、
い
ま
二
、
三
日
待
た
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
い
。
」

酒
屋
「
イ
ヤ
イ
ヤ
わ
ご
り
ょ
の
二
、
三
日
二
、
三
日
も
、
ほ
う
ど
聞
き
飽
い
た
。
き
ょ
う
は
ぜ
ひ
と
も
算
用
さ
し
め
。
」

太
郎
冠
者
「
何
が
さ
て
、
近
々
に
は
き
っ
と
算
用
致
し
ま
し
ょ
う
さ
て
、
た
だ
い
ま
參
る
も
別
な
る
こ
と
で
も
ご
ざ

ら
ぬ
。
」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
小
名
狂
言
』「
千
鳥
」(

大
系
・
二
九
八
頁)

 

 

ま
た
、
『
狂
言
集
』
一
一

を
中
心
に
「
き
っ
と
」
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
を
見
る
と
、
「
う
／
よ
う
」
形
、
「
ま
し
ょ
う
」

形
の
よ
う
に
意
志
表
現
と
の
共
起
関
係
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
推
量
の
意
味
と
し
て
読
み
取
れ
る
用
例
も

い
く
つ
か
あ
る
。『
狂
言
集
』
を
調
べ
た
結
果
、
全
七
一
例
の
う
ち
、
様
態
副
詞
は
三
五
例
、
そ
の
他
は
二
二
例
が
得
ら
れ
た
。

そ
の
他
に
は
、
陳
述
性
の
も
の
が
一
四
例
含
ま
れ
て
い
る
。 



28 

 

○
「
ま
し
ょ
う
」
形 

(
三
〇)

(

買
手
→
太
郎
冠
者)

賣
手
「
別
に
む
つ
か
し
い
こ
と
で
も
お
り
な
い
。
か
さ
を
さ
す
な
る
春
日
山
、
こ
れ
も
神
の
誓
い

と
て
、
人
が
か
さ
を
さ
す
な
ら
、
我
も
か
さ
を
さ
そ
う
よ
。
げ
に
も
さ
あ
り
、
や
よ
う
が
り
も
そ
う
よ
の
」
、
と
い

う
分
の
こ
と
で
お
り
ゃ
る
。
」
太
郎
冠
者
「
そ
の
分
の
こ
と
で
ご
ざ
る
か
。
」
賣
手
「
な
か
な
か
。
」
太
郎
冠
者
「
お

お
か
た
覺
え
ま
し
た
。
私
は
も
う
こ
う
參
り
ま
す
る
。
」
賣
手
「
は
や
お
り
ゃ
る
か
。
」
太
郎
冠
者
「
こ
の
た
び
は

急
ぎ
ま
す
る
に
よ
っ
て
、
重
ね
て
上
っ
て
ご
ざ
ら
ば
お
尋
ね
申
し
、
こ
の
お
礼
は
き
っ
と
申
し
ま
し
ょ
う
。
」 

 

『
脇
狂
言
』
「
末
広
が
り
」(

大
系
・
五
六
頁)

 

(

三
一)

(

伯
父
→
甥)

甥
「(
前
略)

そ
の
事
に
て
候
。
こ
の
た
び
鯉
を
持
っ
て
參
ら
ぬ
さ
え
ご
ざ
る
に
、
鱸
の
庖
丁
の
、
お
茶

ま
で
を
下
さ
れ
て
か
た
じ
け
の
う
ご
ざ
る
。
今
度
こ
の
お
體
に
參
ろ
う
な
ら
ば
、
ど
じ
ょ
う
に
て
も
候
え
、
は
え
に

て
も
あ
れ
持
っ
て
參
っ
て
、
こ
の
お
礼
は
き
っ
と
申
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
そ
れ
ま
で
は
さ
ら
ば
、
さ
ら
ば
さ
ら
ば
さ

ら
ば
」
と
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
小
名
狂
言
』「
鱸
包
丁
」(

同
右
・
三
九
八
頁)

 

(

三
二)

(

主
・
太
郎
冠
者
・
客
人
甲)

主
「
お
の
れ
憎
い
や
つ
の
、
み
ど
も
を
打
擲
し
た
な
。
さ
ん
ざ
ん
に
な
ら
わ
か
い
て
や 

ろ
う
。
」
太
郎
冠
者
「
ア
ア
留
め
て
下
さ
れ
い
留
め
て
下
さ
れ
い
。
」
客
人
甲
「
申
し
申
し
ま
ず
待
た
せ
ら
れ
い
。 

主
「
そ
こ
を
退
か
せ
ら
れ
い
。
打
擲
致
い
て
や
り
ま
し
ょ
う
。
」
客
人
甲
「
私
が
き
っ
と
叱
っ
て
や
り
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
待
た
せ
ら
れ
い
。
」
主
「
そ
れ
な
ら
ば
、
き
っ
と
叱
っ
て
下
さ
れ
い
。
」
客
人
甲
「
心
得
ま
し
た
。
」 

『
鬼
山
伏
狂
言
』「
鬮
罪
人
」(

同
右
・
一
五
〇
頁)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

○
「
う
／
よ
う
」
形 

(

三
三)

(

濟
人
・
男
・
女)

濟
人
「
ア
ア
こ
れ
こ
れ
ま
ず
待
た
し
め
。
」
男
「
ア
ア
留
め
て
下
さ
れ
い
、
留
め
て
下
さ
れ
い
。
」

濟
人
「
そ
れ
な
ら
ば
み
ど
も
が
そ
の
と
お
り
言
う
て
、
き
っ
と
叱
っ
て
お
ま
そ
う
、
そ
れ
に
お
待
ち
ゃ
れ
。
」
女
「
そ
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れ
な
ら
ば
き
っ
と
叱
っ
て
下
さ
れ
い
。
」
濟
人
「
心
得
た
。
ヤ
イ
太
郎
。
」
男
「
面
目
も
ご
ざ
ら
ぬ
。
」 

 
 

『
女
狂
言
』「
鎌
腹
」(

大
系
・
五
四
頁)

 

(

三
四)

(
何
某
・
太
郎
冠
者)

何
某
「
そ
れ
な
ら
ば
よ
い
。
水
を
汲
め
。
」
太
郎
冠
者
「
イ
ヤ
申
し
、
私
も
さ
も
し
い
奉
公
は
致

せ
、
水
な
ど
つ
い
に
汲
ん
だ
こ
と
が
ご
ざ
ら
ぬ
。
」
何
某
「
な
ん
の
役
に
立
た
ぬ
や
つ
、
す
っ
こ
ん
で
い
よ
。
」
太

郎
冠
者
「
ア
ア
。
」
何
某
「
憎
い
や
つ
の
。
」
何
某
「
さ
て
も
さ
て
も
腹
の
立
つ
こ
と
で
ご
ざ
る
。
た
だ
い
ま
よ
り

○
○
殿
の
方
へ
參
り
、
金
銀
を
も
っ
て
き
っ
と
算
用
致
い
て
も
ら
お
う
と
存
ず
る
。
ま
ず
急
い
で
參
ろ
う
。
」 

『
鬼
山
伏
狂
言
』
「
鬮
罪
人
」(

同
右
・
二
七
〇
頁)

 

(

三
五)

そ
れ
に
つ
き
い
つ
も
留
守
に
な
れ
ば
、
両
人
の
者
が
酒
を
盗
ん
で
飲
み
ま
す
る
に
よ
っ
て
、
今
日
は
両
人
と
も
、
き

っ
と
い
ま
し
め
て
参
ろ
う
と
存
ず
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
小
名
狂
言
』「
棒
縛
」(

同
右
・
三
〇
六
頁)

 

(

三
六)

(

伯
父
→
甥)

甥
「(

前
略)
い
ざ
お
點
て
そ
い
」
、
と
申
そ
う
が
、
茶
は
亭
主
の
役
な
れ
ば
、
茶
の
湯
も
と
に
お
し
直

り
、
湯
七
分
に
泡
八
分
、
ほ
う
ほ
う
む
く
む
く
や
わ
や
わ
と
、
昔
樣
の
中
高
猫
の
腹
立
て
た
ご
と
く
、
き
っ
と
點
て

な
い
て
申
そ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
小
名
狂
言
』「
鱸
包
丁
」(

同
右
・
三
九
七
頁)

 

 

こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
お
い
て
の
「
き
っ
と
」
は
本
来
の
様
態
副
詞
的
機
能
を
持
ち
つ
つ
、
事
態
や
事

柄
に
対
し
て
、
話
し
手
の
推
量
判
断
が
込
め
ら
れ
、
さ
ら
に
文
末
の
推
量
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
か
ら
、
陳
述
的
副
詞
の
機
能

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
な
ど
一
二

の
調
査
結
果
を
み
て
も
、
全
六
二
例(

「
そ

の
他
」
一
三

一
一
例
含
む)

の
う
ち
、
様
態
副
詞
は
四
一
例
、
陳
述
性
の
も
の
は
一
〇
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
様
態
性
の
意
味
は

依
然
と
し
て
強
く
残
っ
て
い
る
と
言
え
る
。(

三
七)

(

三
八)

は
様
態
副
詞
で
あ
る
。 
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(
三
七)

幸
ひ
、
十
郎
右
衛
門
取
次
た
る
者
な
り
。
急
度

き
つ
と

追
手
を
か
け
て
、
搦
め
出
だ
せ
」
と
、
気
色
か
は
り
て
仰
せ
付
け
ら

れ
、
十
郎
右
衛
門
、
分
別
こ
こ
に
定
め
か
ね
し
が
、
「
旦
那
、
こ
の
内
証
御
存
知
な
き
ゆ
ゑ
に
、
か
か
る
憎
し
み
深

し
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
武
道
伝
来
記
』
七(

新
全
集
・
二
六
〇
頁
・
一
六
八
七
年
頃
） 

(

三
八)

親
は
あ
こ
が
れ
、
隣
の
壁
打
ち
毀
ち

〱
・
手
の
出
る
ほ
ど
に
壁
下
地
引
き
破
り
・
割
符
を
出
し
、
ひ
ら
め
か
す
、

親
の
手
付
き
の
物
言
ふ
ば
か
り
・
惣
七
き
つ
と
見
つ
け
・
ヤ
イ
九
右
衛
門
、
聊
爾
す
な
・ 

『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
中
之
巻(

新
全
集
・
一
九
〇
頁
・
一
七
一
八
年
頃)

 

 

こ
の
よ
う
に
様
態
性
の
意
味
が
色
濃
く
残
さ
れ
つ
つ
あ
る
中
で
、
近
世
以
降
の
資
料
で
も
意
志
表
現
と
と
も
に
「
べ
し
」
形

の
ほ
か
、「
ま
し
ょ
う
」
形
や
「
う
／
よ
う
」
形
な
ど
の
推
量
表
現
と
も
共
起
関
係
を
見
せ
て
い
る
。
以
下
、「
き
っ
と
」
と
文

末
と
の
共
起
関
係
を
見
て
い
く
。 

 

○
「
べ
し
」
形 

(

三
九)

晩
に
は
廓
で
飲
み
か
け
・
我
ら
は
太
鼓
実
正
明
白
な
り
・
何
時
な
り
と
も
騒
ぎ
の
節
、
き
つ
と
参
上
申
す
べ
く
候
。 

 
 

 
 

 

『
冥
途
の
飛
脚
』(

新
全
集
・
一
二
〇
頁
・
一
七
一
一
年
頃)

 

(

四
〇)

大
臣
御
息
ほ
つ
と
つ
ぎ
・
我
病
に
臥
し
て
政
務
を
辞
し
・
民
の
訴
へ
を
聞
か
ざ
れ
ば
・
は
や
か
ゝ
る
こ
と
の
出
で
来

る
は
・
当
家
の
徳
の
う
す
き
よ
り
洛
中
の
騒
ぎ
・
後
の
災
ひ
軽
か
ら
ず
・
急
度

き
つ
と

正
し
得
さ
す
べ
し
。 

『
平
家
女
護
島
』
第
三(

新
全
集
・
五
〇
六
頁
・
一
七
一
九
年
頃)
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(
四
一)

め
で
た
し
と
秀
句
に
よ
せ
て
壽
ば
。
義
經
御
感
斜
な
ら
ず
高
綱
い
し
く
も
申
た
り
。
ヤ
ア
梶
原
過
て
改
る
に
憚
ら
ず
。

以
來
を
き
っ
と

愼
つ
ゝ
し
む

べ
し
と
物
に
さ
は
ら
ぬ
御
詞
。
あ
っ
と
は
い
へ
ど
義
經
に
。
意
趣
を
ふ
く
み
し
其
根
ざ
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』(

大
系
・
一
〇
八
頁
・
一
七
三
九
年
頃)

 

 

○
「
ま
し
ょ
う
」
形
・
「
う
／
よ
う
」
形 

(

四
二)

(

前
略
）
第
一
あ
の
子
が
身
祝
ひ
、
き
つ
と
仕
立
て
て
送
り
ま
せ
う
・
新
兵
衛
心
も
そ
の
通
り
。 

『
薩
摩
歌
』
下
之
巻(

新
全
集
・
三
三
〇
頁
・
一
七
〇
四
年
頃)

 

(

四
三)

(

茂
兵
衛
→
さ
ん)

茂
「(
前
略)

今
日
の
う
ち
一
貫
目
、
き
つ
と
調
へ
進
じ
ま
せ
う
」 

 
 

『
大
経
師
昔
暦
』
上
之
巻(

新
全
集
・
五
三
九
頁
・
一
七
一
五
年
頃)

 

(

四
四)

(

茂
兵
衛
→
助
作)

助
作
「
七
つ
過
ぎ
、
暮
れ
ま
で
に
、
き
つ
と
持
つ
て
来
ま
せ
う
」 

『
同
右
』
下
之
巻(

五
七
一
頁)

 

(

四
五)

私
妻
に
き
つ
と
申
し
受
け
ま
せ
う 

 
 
 
 
 
 
 

『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』
上
巻(

新
全
集
・
六
〇
二
頁
・
一
七
一
七
年
頃)

 

(

四
六)

(

小
女
→
九
右
衛
門)

小
女
「
こ
の
割
符
は
二
、
三
日
中
、
私
が
き
つ
と
渡
し
ま
し
ょ
」 

『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
中
之
巻(

新
全
集
・
一
八
八
頁
・
一
七
一
八
年
頃)

 

 

近
世
後
期
の
人
情
本
な
ど
で
は
、
現
代
語
の
「
き
っ
と
」
の
典
型
的
な
文
末
表
現
と
さ
れ
る
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
、
「
ま

し
ょ
う
」
形
な
ど
と
共
起
す
る
例
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
。 

 (

四
七)

(

そ
で
・
薄
・
●
▲×

・
吉)

●
▲×

「
ほ
ん
ざ
ま
す
ョ
。
モ
ウ

〱
〱
鳥
雅
さ
ん
が
小
児
の
節
は
き
つ
と
斯
ざ
ま
し
た
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ら
ふ
ョ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
四
編 

巻
之
十(

新
全
集
・
五
二
五
頁
・
一
八
三
六
年
頃)

 

(
四
八)

そ
で
「
親
父
さ
ん
ヱ
、
急
度
逢
て
上
申
な
ま
し
ョ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
巻
之
十(

五
二
三
頁)

 

(

四
九)
新
「
お
め
へ
さ
ん
に
や
ァ
、
急
度
お
気
に
入
る
に
や
ァ
相
違
ご
ぜ
へ
ま
せ
ん
。
」 

 
 
 

『
同
右
』
巻
之
一(

三
八
一
頁)

 

(

五
〇)
弥
次
「
し
れ
た
事
よ
。
あ
し
た
の
昼
ま
で
に
は
、
き
つ
と
出
か
し
て
や
る
。
そ
こ
へ
い
つ
ち
や
ア
男
だ
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
発
端(

新
全
集
・
三
五
頁
・
一
八
〇
二
～
〇
九
年
頃)

 

(

五
一)

弥
次
「(
前
略)

あ
す
の
昼
時
分
に
は
、
耳
を
揃
へ
て
十
五
両
、
き
つ
と
間
に
あ
は
せ
て
や
る
ぞ
」『
同
右
』(

三
六
頁)

 

(

五
二)

「
こ
の
衣
類
・
脇
差
お
お
ぼ
へ
が
ご
ざ
ろ
ふ
。
以
來
、
柔
弱
の
心
を
あ
ら
た
め
、
武
を
は
げ
み
給
へ
。
」
「
以
來
は

き
つ
と
、
あ
ら
た
め
ま
す
で
ご
ざ
り
ま
せ
ふ
。
」
「
そ
の
節
の
お
い
は
ぎ
は
、
わ
れ
兩
人
で
ご
ざ
る
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
文
武
二
道
万
石
通
』(

黄
表
紙
・
大
系
・
一
七
四
頁
・
一
七
八
八
年
度)

 

(

五
三)

(

弥
二
・
あ
ん
ま
・
北
八)

弥
二
「
あ
や
に
く
、
し
よ
ぼ

〱
雨
が
ふ
り
出
し
た
は
、
な
さ
け
な
い
あ
ん
ま
「
こ
ん
や
な

ど
は
き
つ
と
出
そ
ふ
な
こ
ん
だ
」
北
八
「
イ
ア
コ
レ
あ
ん
ま
ど
の
。
も
ふ
け
へ
つ
て
下
さ
い
」 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
下(

新
全
集
・
一
七
四
頁
・
一
八
〇
二
～
九
年
頃)

 

(

五
四)

下
女
「
お
肴
が
出
來
ま
し
た
。
上
ま
せ
う
か
」
丹
次
郎
「
ヲ
イ
、
は
や
く
出
し
て
く
ん
な
。
こ
れ
よ
り
し
ば
ら
く
酒

食
の
た
の
し
み
あ
り
て
の
ち
、
ま
た
し
づ
か
な
り
し
が
、
や
ゝ
あ
り
て
」
仇
「
そ
れ
じ
や
ア
急
度
そ
の
つ
も
り
だ
ヨ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
春
色
辰
巳
園
』
後
編 

巻
之
六(

大
系
・
三
三
四
頁
・
一
八
三
三
～
三
五
年
頃)

 

 

さ
ら
に
、（
四
九
）
の
よ
う
に
「
に
相
違
な
い
」
形(

本
稿
で
は
「
に
違
い
な
い
」
形
に
含
め
る)

 

や
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』

の(

五
〇)

(

五
一)

の
よ
う
に
、
話
し
手
の
意
志
が
強
く
込
め
ら
れ
た
「
て
や
る
」
形
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
る
。
中
世

後
期
か
ら
陳
述
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
お
い
て
そ
の
陳
述
性
が
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
意
志
形
、
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推
量
形
だ
け
で
な
く
、
近
世
後
期
に
向
っ
て
、
そ
の
周
辺
的
な
文
末
表
現
と
も
共
起
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
話
し
手
の
意

志
が
強
く
入
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
事
態
や
行
動
に
対
し
て
推
量
す
る
と
い
う
特
徴
が
見
え
、
こ
れ
は
近
現
代
語
の
「
き
っ
と
」

の
意
味
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
三
節 

明
治
以
降
に
お
け
る
「
き
っ
と
」 

 

前
節
ま
で
「
き
っ
と
」
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
き
っ
と
」
は
明
治
に
な
る
前
に
陳
述
副
詞
化
さ
れ
て
き
た
こ

と
を
念
頭
に
、
本
節
で
は
明
治
以
降
に
お
け
る
「
き
っ
と
」
の
使
用
状
況
を
見
て
い
く
。
「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を

用
い
て
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・
一
九
〇
九
年
・
一
九
一
七
年
・
一
九
二
五
年
を
対
象
に
「
き
っ
と
」（
「
き
つ
と
」「
急

度
」
「
き
と
」
等
含
む
）
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
全
一
一
一
例
が
得
ら
れ
た
。
文
語
は
一
八
九
五
年
～
一
九
〇
九
年
の
間
に
一

六
例
、
口
語
は
一
九
〇
九
年
～
一
九
二
五
年
の
間
に
九
五
例
で
あ
っ
た
。
な
お
、
用
例
の
表
記
に
お
い
て
は
旧
・
新
字
体
を
併

用
す
る
。 

ま
ず
、
周
辺
的
な
意
味
か
ら
見
て
み
る
と
、「
き
と
」
の
語
形
や
様
態
副
詞
の
用
例
は
全
く
見
え
な
く
な
る
。
た
だ
し
、「
き

っ
と
＋α

」
の
表
現
と
し
て
「
き
っ
と
し
て
」
が
会
話
の
場
面
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。(

「
き
っ
と
＋α

」
表
現
に
つ
い

て
は
第
四
節
で
後
述
す
る
） 

 

(

五
五)
(

茂
男
の
胸
に
頭
を
押
つ
け
た
ま
ゝ
）
き
つ
と
し
て
み
せ
る
わ
。
（
茂
男
默
つ
て
頬
ず
り
を
す
る
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

長
田
秀
雄
「
生
き
ん
と
す
れ
ば─

二
幕─

」『
太
陽
』1

号1
9
1
7
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そ
し
て
、
現
代
語
的
な
表
現
と
し
て
「
き
っ
と
」
の
後
ろ
に
く
る
述
語
を
省
略
す
る
用
例
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
も

の
は
近
世
後
期
の
資
料(

黄
表
紙
本)

な
ど
で
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 (

五
六)
「
そ
れ
な
ら
銀
紙
に
入
つ
て
ゐ
る
チ
ヨ
コ
レ
ー
ト
だ
。
き
つ
と
。
」
武
者
小
路
実
篤
「
Ａ
と
Ｂ
」『
太
陽
』1

0

号1
9
1
7
 

(

五
七)

「
俺
の
十
八
番
を
奪
つ
た
な
。
」「
そ
れ
も
新
時
代
よ
、
き
つ
と
。
」
藤
沢
清
造
「
帳
場
の
一
時
」『
太
陽
』1

4

号1
9
2
5
 

 
 

 

「
き
っ
と
」
の
共
起
関
係
は
中
世
後
期
か
ら
見
え
は
じ
め
、
意
志
表
現
と
と
も
に
推
量
表
現
も
次
第
に
増
え
て
き
た
が
、
雑

誌
『
太
陽
』
で
は
断
定
形
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

<

表
一-

一>

「
き
っ
と
」
と
文
末
の
共
起
関
係(

例)
 

       

   

合 

計 

そ
の
他 

断
定
形 

意
志
形 

推
量
形 

 
 

四 一 二 一 ・ 

一
九
〇
九 

六
五 

一
三 

二
九 

五 

一
八 

一
九
一
七 

二
六 

五 

一
一 

・ 

一
〇 

一
九
二
五 

九
五 

一
九 

四
二 

六 

二
八 

合 

計 
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【
凡
例
】 

※
推
量
形
の
文
末
形
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
は
一
例
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
表
に
は
省

く
。 

※
本
稿
で
陳
述
副
詞
と
さ
れ
る
範
囲
は
、
「
断
定
・
推
量
『
だ
ろ
う
、
ら
し
い
、
か
も
知
れ
な
い
、
に
ち
が
い
な
い
、
ま
い
』
形
・
意
志

『
う
／
よ
う
』
形
・
疑
問
『
だ
ろ
う
か
』
形
」(

小
林)

で
あ
る
。
序
章
参
考
。 

※
「
そ
の
他
」
は
「
述
語
の
省
略
、
き
っ
と
し
て
、
節
や
句
を
修
飾
す
る
も
の
、
否
定
形
、
解
読
不
可
等
」
を
含
む
。 

 

さ
ら
に<

表
一-

一>

に
基
づ
い
て
、
推
量
表
現
の
文
末
形
式
を
分
類
し
た
の
が<

表
一-

二>

で
あ
る
。 

 

<

表
一-

二>
 

推
量
表
現
の
文
末
形
式(
例)
 

    

      

合 

計 

か
も
し
れ
な
い 

に
ち
が
い
な
い 

【
と
思
う
】
系 

【
だ
ろ
う
】
系 

 
 

一
八 

一 三 六 八 

一
九
一
七 

一
〇 

・ 四 三 三 

一
九
二
五 

二
八 

一 七 九 

一
一 

合 

計 
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【
凡
例
】 

※ 
<

表
一-

二>

は
推
量
表
現
の
文
末
形
式
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る 

※
【
だ
ろ
う
】
系
は
「
で
あ
ろ
う
」
形
、
「
た
だ
ろ
う
」
類
、
「
う
／
よ
う
」
形
な
ど
を
含
む
。 

※
【
と
思
う
】
系
は
「
だ
ろ
う
／
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
形
な
ど
を
含
む
。 

※
「
に
ち
が
い
な
い
」
形
に
は
「
に
相
違
な
い
」
形
が
含
ま
れ
る
。 

 

以
下
、
「
き
っ
と
―
推
量
表
現
」
と
い
う
文
末
形
式
を
示
す
。 

 

【
推
量
表
現
と
の
共
起
】 

◯
【
だ
ろ
う
】
系 

(

五
八)

か
う
い
ふ
も
の
を
彫
ら
せ
た
ら
、 

末
に
は
き
つ
と
類
の
な
い
好
い
も
の
を
作
る
だ
ら
う
』 

と
老
師
匠
は
、 

小
川
未
明
「
悪
人
」『
太
陽
』2

号1
9
1
7
 

(

五
九)

母
は
、 

我
が
子
を
前
に
呼
ん
で
、
『
お
前
は
正
直
者
だ
か
ら
、
き
つ
と
可
愛
が
ら
れ
る
だ
ら
う
。 

小
川
未
明
「
悪
人
」『
太
陽
』2

号1
9
1
7
 

(

六
〇)

矢
ツ
張
り
さ
う
だ
つ
た
の
か
と
、
き
つ
と
ほ
ツ
と
な
さ
る
で
せ
う
。
里
見
弴
「
失
は
れ
た
原
稿
」『
太
陽
』1

号1
9
1
7
 

(

六
一)

若
い
方
で
す
ね
、
こ
の
二
人
と
ま
る
で
姉
妹
の
や
う
で
す
。
き
つ
と
本
當
の
お
母
さ
ん
で
な
い
ん
で
せ
う
。
』 

有
島
生
馬
「
イ
ヱ
ッ
タ
ト
リ
イ
チ
ヱ
」『
太
陽
』4

号1
9
1
7
 

(

六
二)

彼
女
は
き
つ
と
愛
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
で
あ
ら
う
。 

 
 

 
 

小
川
未
明
「
な
ぜ
母
を
呼
ぶ
」『
太
陽
』1

2

号1
9
1
7
 

(

六
三)

靜
緒
さ
へ
遣
は
し
た
ら
、
清
洲
樣
思
召
で
、
急
度
御
生
命
は
繼
が
し
や
ら
う
か
。 

 

山
崎
紫
紅
「
三
七
信
孝
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
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◯
【
と
思
う
】
系 

(
六
四)

は
な
子
今
日
は
あ
ん
ま
り
蒸
熱
か
つ
た
か
ら
、
き
つ
と
降
る
と
思
つ
て
ゐ
た
わ
。 

長
田
秀
雄
「
生
き
ん
と
す
れ
ば─

二
幕─

」『
太
陽
』1

号1
9
1
7
 

 

(

六
五)
『
（
前
略
）
私
共
は
き
つ
と
跡
を
つ
け
ら
れ
た
ん
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。
』 

有
島
生
馬
「
イ
ヱ
ッ
タ
ト
リ
イ
チ
ヱ
」『
太
陽
』4

号1
9
1
7
 

(

六
六)

わ
た
し
、
き
つ
と
あ
い
つ
あ
な
た
と
一
緒
に
逃
げ
た
の
だ
と
思
つ
て
よ
。 石

浜
金
作
「
五
月
の
譜
」『
太
陽
』13

号1
9
2
5
 

(

六
七)

自
分
の
村
に
は
、
看
護
婦
を
雇
ふ
ほ
ど
の
病
人
が
あ
る
筈
は
な
い
の
で
、
き
つ
と
Ｈ
町
か
ら
Ｔ
町
へ
雇
は
れ
て
行
く

の
だ
ら
う
と
思
つ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
永
渙
「
治
作
と
米
造
」『
太
陽
』1

4

号1
9
1
7
 

 
 

 

◯
「
に
ち
が
い
な
い
」
形 

(

六
八)

道
徳
を
作
つ
た
も
の
が
男
で
あ
つ
た
や
う
に
、
人
間
を
創
つ
た
神
樣
も
、
き
つ
と
男
性
だ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。 

里
見
弴
「
恐
ろ
し
き
結
婚
」『
太
陽
』4

号1
9
1
7
 

(

六
九)

『
き
つ
と
あ
の
人
に
相
違
な
い
よ
。
』 

か
う
思
ひ
乍
ら
行
つ
て
見
る
と
、 

国
枝
史
郎
「
長
篇
小
説 

鼬
つ
か
ひ
（
第
一
回
）
」『
太
陽
』9

号1
9
2
5
 

(

七
〇)

笑
ひ
死
ん
だ
な
ど
と
い
へ
ば
、 

大
抵
の
人
は
き
つ
と
驚
く
に
相
違
な
い
が
、
さ
う
し
た
例
は
い
く
ら
も
あ
る
こ
と

な
の
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
<

雑
学>

「
地
用
」『
太
陽
』11

号1
9
2
5
 

 

◯
「
か
も
し
れ
な
い
」
形 
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(
七
一)

親
御
達
は
、
私
の
や
う
な
者
と
關
係
し
て
ゐ
た
と
聞
い
て
は
、
き
つ
と
お
怒
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
私

は
ど
う
し
て
も
此
儘
で
濟
ま
さ
れ
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

久
米
正
雄
「
感
謝
」『
太
陽
』1

0

号1
9
1
7
 

 
 

以
上
、
雑
誌
『
太
陽
』
の
用
例
を
通
し
て
、
「
き
っ
と
」
は
推
量
の
意
を
表
す
さ
ま
ざ
ま
な
文
末
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
を

改
め
て
確
認
し
た
。
す
で
に
安
定
的
に
陳
述
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
明
治
に
な
っ
て
さ
ら
に
そ
の
機
能
を
強
め
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

  

第
四
節
「
き
っ
と
」
と
そ
の
周
辺 

 第
二
節
・
第
三
節
に
わ
た
っ
て
「
き
っ
と
」
の
史
的
展
開
を
見
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
周
辺
的
な
語
形
も
希
に
見
ら
れ
た
。

ま
ず
、
鎌
倉
時
代
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』(
一
二
二
一
年
頃:

一
例)

、
『
と
は
ず
が
た
り
』(

一
三
〇
六
～
一
三
年
頃:

二
例)

に

「
き
と
」
が
重
な
る
形
「
き
と
き
と
」
と
い
う
も
の
が
希
に
見
出
さ
れ
た
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
」(

二)
(

一

九
八
五
～
二
〇
〇
一
：
五
一
九
頁)

に
も
「
き
と
き
と
」
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

(

七
二)

『
御
車
を
か
く
召
し
の
候
ふ
は
』
と
、
我
に
い
ひ
て
こ
そ
貸
し
申
さ
め
。
不
覚
な
り
」
と
い
へ
ば
、
「
う
ち
さ
し
退 

き
た
る
人
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
。
や
が
て
御
尻
切
奉
り
て
、『
き
と
き
と
よ
く
申
し
た
る
ぞ
』
と
、
仰
せ
事
候
へ
ば
、 

力
及
び
候
は
ざ
り
つ
る
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
巻
三
・
五(

新
全
集
・
一
一
三
頁
・
一
二
二
一
一
年
頃)

 

(

七
三)

ま
だ
夜
も
明
け
ぬ
先
に
起
き
出
で
て
、
局
に
う
ち
臥
し
た
る
に
、
右
京
権
大
夫
清
長
を
御
使
に
て
、
「
き
と
き
と
」
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と
召
し
あ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
二(

新
全
集
・
三
五
九
頁
・
一
三
〇
六
～
一
三
年
頃)

 

 
「
き
と
」
の
重
畳
に
関
連
し
て
、
塚
原(

二
〇
○
三:

五
〇
～
五
一)

は
活
用
し
な
い
語
の
重
畳
に
つ
い
て
三
つ
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
は
「
山
山
」
の
よ
う
に
複
数
や
多
数
の
観
念
を
表
す
も
の
、
二
つ
は
「
ず
っ
と
ず
っ
と
」
の
よ
う
に
主
と
し
て

語
彙
を
強
め
る
も
の
、
三
つ
は
「
し
ば
し
ば
」
の
よ
う
に
両
者
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
も
の
に
分

け
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
に
見
ら
れ
る
「
き
と
き
と
」
の
場
合
は
、
そ
の
当
時
「
き
と
」
が
前
代
か
ら
様
態
副
詞
と
し
て
の
機
能

が
強
く
、
そ
れ
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
調
し
よ
う
と
し
た
語
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
室
町
時
代
の
『
義
経
記
』
に
は
「
き
と
」
に
助
詞
「
の
」
が
付
い
て
「
き
と
の
名
詞
」
の
形
で
、「
急
な
事(

急
場)

」

と
い
う
意
を
表
す
用
例
が
見
え
る
。 

 

(

七
四)

泰
衡
、
地
衡
、
早
々
出
で
立
ち
て
御
迎
へ
に
参
れ
。
事
々
し
か
ら
ぬ
様
に
内
の
勢
ば
か
り
を
具
し
て
参
れ
」
と
言
ひ

け
れ
ば
、
急
度
の
こ
と
に
て
、
打
ち
立
つ
勢
三
百
五
十
余
騎
、
栗
原
寺
へ
ぞ
馳
せ
参
る
。 

『
義
経
記
』
巻
第
二(

新
全
集
・
七
八
頁
・
室
町
前
期
～
中
期
頃)

 

(

七
五)

義
連
承
り
て
、
急
度

き

と

の
事
な
り
け
れ
ば
、
若
宮
の
修
理
の
為
に
積
み
置
か
れ
た
る
材
木
を
、
一
時
に
運
ば
せ
て
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
巻
第
六(

三
六
一
頁)

 

 

「
き
と
／
き
つ
と
／
き
っ
と
」
の
連
体
形
は
、
「
急
な
事
」
の
意
を
表
す
こ
と
か
ら
「
急
度
」
の
「
急
」
の
意
が
際
立
っ
た 

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
近
世
後
期
以
降
か
ら
「
き
っ
と
＋α

」
的
な
表
現
が
多
様
化
さ
れ
る
。
「
き
っ
と
」
に
「
し
た
」
、
「
す
る
」
の
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テ
形
「
し
て
」
を
合
わ
せ
て
「
き
っ
と
し
た
」
、「
き
っ
と
し
て
」
形
、
さ
ら
に
「
な
る(

成
る)

」
が
付
い
て
「
き
っ
と
な
る(

成

る)
」
形
が
見
ら
れ
る
。
特
に
『
江
戸
語
辞
典
』(

一
九
七
四
：
三
〇
七)

で
は
「
き
っ
と
し
た
／
し
て
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
。 

 

◯
き
っ
と
し
た 

①
明
確
な
。
は
っ
き
り
し
た
。
確
実
な
。
た
し
か
な
。
し
っ
か
り
し
た
。
間
違
い
の
無
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

②
れ
っ
き
と
し
た
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

③
相
応
の
。
そ
れ
相
当
の
。 

◯
き
っ
と
し
て 

ひ
き
し
ま
っ
た
さ
ま
。
①
き
っ
り
と
し
て
い
て
。
②
正
装
し
て
。 

 

以
下
に
「
き
っ
と
し
た
」
「
き
っ
と
し
て
」
の
用
例
を
示
す
。
こ
の
文
型
は
こ
れ
ま
で
の
「
き
っ
と
」
が
も
つ
様
態
的
な
意

味
と
相
反
す
る
一
四

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。 

  
(

七
六)

物
柔
か
で
、
き
っ
と
し
て
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

『
堀
川
波
鼓
』(

新
全
集
・
四
九
一
頁
・
一
七
〇
六
年
頃)

 

(

七
七)

す
ぐ
に
二
人
が
死
ぬ
る
ま
で
。
サ
ア
助
け
て
た
も
る
か
、
殺
し
や
る
か
・
き
つ
と
し
た
誓
文
で
承
ら
う
と
、
弱
み
を 

見
せ
ず
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
五
十
年
忌
歌
念
仏
』(

新
全
集
・
三
〇
頁
・
一
七
〇
七
年
頃)

 

(

七
八)

ぼ
ん
じ
ゃ
り
と
し
て
き
っ
と
し
て
花
橘
の
袖
の
香
に
昔
男
の
業
平
づ
く
り
、 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』(

四
五
頁)

 

 
 

ま
た
『
日
国
』
一
五

の
新
見
出
し
語
と
し
て
「
き
っ
と
な
る
」
の
項
目
が
あ
り
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
の
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
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◯
き
っ
と
な
る 

緊
張
し
た
き
び
し
い
顔
つ
き
に
な
る
。
歌
舞
伎
の
演
技
の
用
語
と
し
て
多
く
も
ち
い
ら
れ
、
刺
激
的
な
相

手
訳
の
せ
り
ふ
や
態
度
、
ま
た
状
況
に
対
し
、
き
り
っ
と
緊
張
し
た
様
相
を
示
す
し
ぐ
さ
を
い
う
。
場
面

や
気
分
の
高
ま
り
を
促
す
効
果
が
あ
る 

 (

七
九)

臺
藏
「
コ
リ
ャ
や
い
若
衆
め
、
無
理
と
は
何
が
無
理
だ
。
ま
だ
前
髮
の
身
を
も
っ
て
不
礼
な
奴
。
コ
リ
ャ
何
だ
な
、 

僅
か
な
疵
を
お
と
り
に
し
て
、
わ
り
ゃ
言
掛
り
を
ひ
ろ
ぐ
の
だ
な
。
顏
に
似
合
ぬ
野
太
い
奴
。
達
て
申
さ
ば
手
は
見

せ
ぬ
ぞ
。
」
ト
き
っ
と
成
り
、
刀
の
柄
へ
手
を
か
け
る
。 

『
小
袖
曽
我
薊
色
縫
』(

大
系
・
二
八
二
頁
・
一
八
五
九
年
頃)

 

  

以
上
、
「
き
っ
と
」
と
そ
の
周
辺
的
な
表
現
を
見
て
み
た
。
何
れ
も
時
代
に
つ
れ
て
発
生
し
、
劇
文
学
な
ど
で
の
使
用
を
除

く
と
現
代
語
で
は
消
長
し
た
表
現
で
あ
る
。 

  

第
五
節 

ま
と
め 

 

以
上
、
本
章
で
は
「
き
っ
と
」
を
取
り
上
げ
、
様
態
副
詞
的
用
法
か
ら
陳
述
副
詞
的
用
法
へ
の
史
的
展
開
を
追
い
な
が
ら
、

そ
こ
に
見
え
る
語
形
や
意
味
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
き
っ
と
」
は
平
安
時
代
に
「
き
と
」
の
形
で
様
態
副
詞
と
し
て
現

れ
た
が
、
そ
れ
が
約
一
三
世
紀
頃
か
ら
促
音
を
介
し
た
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
こ

の
時
期
に
は
促
音
が
介
在
す
る
語
形
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
あ
る
行
動
や
事
態
に
対
し
て
間
違
い
な
く

行
う
と
い
う
話
し
手
の
判
断
を
表
す
新
し
い
意
味
が
生
じ
、
様
態
副
詞
的
用
法
と
と
も
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 
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中
世
後
期
に
な
る
と
、
多
様
な
場
面
で
様
態
副
詞
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
あ
る
行
動
や
事
態
に
対
し
て
話
し

手
に
よ
っ
て
間
違
い
な
く
行
う
と
い
っ
た
意
味
に
、
文
末
表
現
と
共
起
す
る
陳
述
性
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
あ
る
行
動
や
事
態

に
対
し
て
間
違
い
な
く
行
わ
れ
る
、
そ
の
可
能
性
を
推
量
す
る
と
い
う
意
味
も
生
じ
た
。
中
世
後
期
以
降
か
ら
は
「
き
っ
と
」

の
共
起
関
係
が
時
代
と
と
も
に
広
が
り
、
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
近
世
以
降
、
特
定
の

ジ
ャ
ン
ル
で
の
使
用
を
除
き
、
様
態
副
詞
の
用
法
は
衰
退
し
て
い
く
。 

                                         

          

 

一 

『
土
佐
日
記
』
『
か
げ
ろ
う
日
記
』
『
古
今
和
歌
集
』(

以
上
『
大
系
』)

に
も
「
き
と
」
は
見
ら
れ
た
が
、
確
例
と
言
い
難
く
、
本
稿

で
は
除
外
し
た
。 

二 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
編
」(

二)
(

一
九
八
五
～
二
〇
〇
一)

四
一
八
頁 

三 
 

出
典
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
一
）
で
あ
る
。
こ
の
他
、
『
大
系
』
の
『
保
元
物
語
』
で
は
「
き
つ
と
／
き
っ
と
」

の
表
記
で
書
か
れ
た
も
の
が
三
例
見
ら
れ
る
。 

四 
 

他
に
、
『
新
全
集
』
や
『
大
系
』
に
も
同
じ
例
が
見
ら
れ
る
。 

・
「
志
保
見
五
郎
が
頸
骨
を
射
切
ら
ん
と
、
差
し
当
て
て
、
放
ち
た
り
。
志
保
見
、
き
つ
と
見
て
、
矢
に
違
は
ん
と
打
ち
振
り
た
り
け
れ

ど
も
、
な
じ
か
は
は
づ
る
べ
き
」(

『
新
全
集
』
「
保
元
物
語
」
二
九
八
頁)

 

・
「
志
保
見
五
郎
が
頚
の
骨
射
き
ら
ん
と
指
あ
て
放
た
り
。
志
保
見
き
つ
と
み
て
矢
に
ち
が
は
む
と
頚
を
う
ち
ふ
り
た
れ
共
、
な
と
（
ど
）

か
は
は
づ
る
べ
き
。
」(

『
大
系
』
「
保
元
物
語
」
一
一
五
頁)

 

五 

『
新
全
集
』
の
現
代
語
訳
に
従
う
。 

六 

『
新
全
集
』
二
一
九
頁 

七 

『
新
全
集
』
三
五
二
頁 

八 

『
平
家
物
語
』
で
は
様
態
的
意
味
と
新
し
い
意
味
と
が
混
ざ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
以
下
の(

a)

は
入
道
か
ら
検
非
違
使
安
倍

資
成
に
命
令
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
『
新
全
集
』
で
は
「
至
急
参
れ
」(

一
〇
九
頁)

と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
『
大
系
』
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で
は
「
動
作
が
確
実
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
表
す
語
。
ま
ち
が
い
な
く
。
」(

一
五
二
頁)

と
い
う
頭
注
が
あ
る
。 

(
a)
あ
く
れ
ば
六
月
一
日
な
り
。
い
ま
だ
く
ら
か
り
け
る
に
、
入
道
、
檢
非
違
使
安
陪
の
資
成
を
め
し
て
、
「
き(

ッ)

と
院
の
御
所
へ

参
れ
。
信
業
を
ま
ね
ひ
て
申
さ
う
ず
る
や
う
は
よ
な
、
「
近
習
の
人
々
、
此
一
門
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
天
下
を
み
だ
ら
ん
と
す
る
企
あ

り 
一
々
に
召
と(

ッ)

て
た
づ
ね
沙
汰
仕
る
べ
し
。
そ
れ
を
ば
君
も
し
ろ
し
め
さ
る
ま
じ
う
候
」
と
申
せ
と
こ
そ
の
給
ひ
け
れ
。 

『
平
家
物
語
』
上 

巻
第
二(

大
系
・
一
〇
九
頁)

 

九 

『
狂
言
集
』(

新
全
集
・
一
七
二
頁
）
で
は
「
早
く
」
と
「
間
違
い
な
く
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
示
し
て
い
る
。 

一
〇 

颶
風
新
話
（
航
海
夜
話
）(
一
八
五
七)

初
・
二
回
「
屹
度
そ
う
じ
ゃ
」(

『
日
国
』
よ
り)

 

一
一 

主
な
資
料
は
『
大
系
』
の
『
狂
言
集
』
上
・
下
で
あ
る
。
【
凡
例
】
は
脇
狂
言
・
大
名
狂
言
・
小
名
狂
言
・
聟
狂
言(

以
上
「
上
」)

鬼
山
伏
狂
言
・
出
家
座
頭
狂
言
・
集
狂
言(

以
上
「
下
」)

を
対
象
と
し
、
大
蔵
流
、
山
本
東
の
書
写
し
た
も
の
を
底
本
と
す
る(

上
・

三
八
頁)

。
た
だ
し
、
場
合
に
よ
っ
て
、
『
新
全
集
』
の
『
狂
言
集
』
、
『
大
蔵
虎
明
本 

狂
言
集
総
索
引
』(

武
蔵
野
書
院)

及
び
『
大

蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
本
文
編
上
・
中
・
下(

表
現
社)

で
補
う
こ
と
に
す
る
。
『
新
全
集
』
に
よ
る
『
狂
言
集
』
【
凡
例
】
は
大

蔵
流
茂
山
千
五
郎
家
の
現
行
詞
章
で
あ
る(
一
一
頁)

。 

一
二

『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
『
浄
瑠
璃
集
』
上
・
下
『
歌
舞
伎
脚
本
集
』
上
・
下(

以
上
、
『
大
系
』)

、
『
近
松
門
左
衛
門
集
』(

『
新
全
集
』)

な
ど
を
用
い
た
。 

一
三

「
き
っ
と
な
る
」
「
き
っ
と
す
る
」
な
ど
が
含
み
、
第
四
節
で
後
述
す
る
。 

一
四 

真
下(

一
九
六
三)

三
九
一
～
三
九
五
頁 

一
五

「
『J

a
p
a
n
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
 
L
i
b

』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
用
い
た
。 

 
 

 
 

（h
t
t
p
:
/
/
j
a
p
a
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
c
o
m
/
l
i
b
/
d
i
s
p
l
a
y
/
?
l
i
d
=
2
0
0
2
0
1
1
1
e
7
7
2
9
k
X
3
M
2
C
j

） 
 

 

 
 

 

http://japanknowledge.com/lib/display/?lid=20020111e7729kX3M2Cj
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第
二
章 

「
お
そ
ら
く
」
に
つ
い
て 

  

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
の
「
お
そ
ら
く
」
に
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
に
よ
る
『
日
本
語
文
型
辞
典
』(

一
九
九
八)

で
は
「
後

ろ
に
『
…
だ
ろ
う
』
『
…
に
ち
が
い
な
い
』
な
ど
の
推
量
を
表
す
表
現
を
伴
っ
て
、
話
し
手
の
推
量
を
表
す
。
か
な
り
確
実
だ

と
思
っ
て
い
る
場
合
に
使
う
。『
お
そ
ら
く
は
』
と
も
言
う
。
か
た
い
表
現
。
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
用
例
を
あ

げ
て
い
る
。 

 

(

一)

お
そ
ら
く
彼
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
日
本
語
文
型
辞
典
』(

一
九
九
八)

五
五
頁 

(

二)

相
手
チ
ー
ム
は
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
こ
と
を
何
か
ら
何
ま
で
詳
し
く
調
べ
て
い
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』 

(

三)

台
風
12
号
は
、
お
そ
ら
く
明
日
未
明
に
は
紀
伊
半
島
南
部
に
上
陸
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』 

(

四)

お
そ
ら
く
は
首
相
も
今
回
の
事
例
に
関
わ
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』 

 (

一)

～(

四)

の
用
例
は
全
て
予
想
さ
れ
る
事
態
を
推
量
す
る
も
の
で
あ
る
。(

一)

は
「
彼
は
そ
の
こ
と
を
知
る
」
、(

二)

は

「
相
手
チ
ー
ム
は
こ
ち
ら
の
こ
と
を
何
か
ら
何
ま
で
詳
し
く
調
べ
る
」
、(

三)

は
「
台
風
12
号
は
明
日
未
明
に
は
紀
伊
半
島
南

部
に
上
陸
す
る
」
、(

四)

は
「
首
相
も
今
回
の
事
例
に
関
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
推
量
す
る
。
さ
ら
に
文
末
の
推
量
表
現
「
だ

ろ
う
」
形
、
「
と
思
う
」
形
、
「
に
違
い
な
い
」
形
と
共
起
す
る
。 



45 
 

ま
た
、
飛
田
・
浅
田
に
よ
る
『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

は
「
お
そ
ら
く
」
に
つ
い
て
、
「
可
能
性
の
高
い
こ
と

を
推
量
す
る
様
子
を
表
す
。
や
や
マ
イ
ナ
ス
よ
り
の
イ
メ
ー
ジ
の
語
。
述
語
に
か
か
る
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
省
略

す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
述
語
部
分
に
は
推
量
の
表
現
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。 

 (

五)

神
経
通
の
膝
が
痛
い
か
ら
明
日
は
お
そ
ら
く
雨
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

一
〇
一
頁 

(

六)

来
る
な
と
言
っ
て
も
彼
は
お
そ
ら
く
来
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』 

 

(

一)

～(

四)

に
比
べ
て
、(

五)
(

六)

は
い
ず
れ
も
予
想
さ
れ
る
事
態
を
根
拠
に
基
づ
い
て
推
量
し
て
い
る
。(

五)

は
「
危
惧
」

の
意
を
表
し
、(

以
前
か
ら
膝
に
痛
み
を
感
じ
る
と
雨
が
降
っ
て
い
た
と
い
う
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て)

「
神
経
通

の
膝
に
痛
み
を
感
じ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
明
日
雨
が
降
る
」
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
。(

六)

は
「
疑
問
」
の

意
を
表
し
、
彼
が
来
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、(

以
前
か
ら)

彼
に
来
な
い
で
と
言
っ
て
も
彼
は(

だ
い
た
い)

来
て
い

た
こ
と
か
ら
、
彼
は
来
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
。
こ
れ
ら
の
「
お
そ
ら
く
」
は
文
末
の
推
量
表
現
「
だ
ろ
う
」
と

共
起
し
て
い
る
。 

(

五)
(

六)

の
用
例
を
構
文
的
に
み
る
と
、(
五)
は
「
…
か
ら
、
お
そ
ら
く
～
だ
ろ
う
」
、(

六)

は
「
…
て
も
、
お
そ
ら
く
～

だ
ろ
う
」
と
い
う
構
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。
カ
ラ
節
、
テ
モ
節
の
事
柄(

「
神
経
通
の
膝
が
痛
い
」
、「
来
る
な
と
言
う
」)

を
根

拠
と
し
て
、
後
節
の
事
態
（
「
雨
が
降
る
」「
彼
は
来
る
」
）
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
。
つ
ま
り
、「
神
経
通

の
膝
が
痛
い
」
、
「
来
る
な
と
言
う
」
と
い
う
事
柄
に
対
し
て
以
前
に
も
似
た
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
、(

そ

の
経
験
か
ら)

「
雨
が
降
る
」「
彼
は
来
る
」
と
い
う
こ
と
を
推
量
す
る
。
そ
し
て
、
特
に
、
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
表
す
。
ま

た
、
文
末
に
お
い
て
は(

一)

～(

四)

と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も
推
量
を
表
す
表
現
と
共
起
し
て
陳
述
副
詞
の
特
徴
を
見
せ
て
い
る
。 

こ
れ
ま
で
「
お
そ
ら
く
」
の
意
味
用
法
を
述
べ
た
が
、
新
聞
記
事
を
用
い
て
実
例
を
見
て
み
る
一

。
ま
ず
、
語
形
と
文
末
表
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現
を
見
て
み
る
と
、
語
形
は
「
お
そ
ら
く
」
と
、
助
詞
「
は
」
が
付
い
た
「
お
そ
ら
く
は
」
の
両
方
が
見
ら
れ
る
。
次
に
、
文

末
に
く
る
表
現
に
つ
い
て
は<

表
二-

一>

に
示
す
。 

 

<

表
二-
一>

 

副
詞
「
お
そ
ら
く
」
と
文
末
表
現
（
例
） 

      

【
凡
例
】
※
「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
の
六
七
例
を
対
象
と
す
る
。 

※
「
述
語
省
略
」
の
四
例
は
省
く
。 

 

数
値
上
、
断
定
形
は
二
九
例
、
推
量
形
は
三
四
例
が
見
ら
れ
る
。
推
量
形
は
お
お
よ
そ
「
だ
ろ
う
／
と
思
う
・
と
考
え
る
／

に
違
い
な
い
／
か
も
し
れ
な
い
」
形
と
い
う
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。 

意
味
面
に
お
い
て
は
、
状
況
上
、
こ
れ
か
ら
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
事
態
を
推
量
す
る
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
見
ら
れ
る
。

(

七)

の
よ
う
に
、
怪
獣
映
画
は
子
供
用
で
、
子
供
そ
の
も
の
が
も
つ
本
性
を
監
督
が
見
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
類
推
さ

れ
、
彼
は
演
出
の
際
、
子
供
の
よ
う
な
言
葉
を
叫
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
表
す
。 

 (

七)
(

前
略)

だ
が
怪
獣
映
画
は
本
来
子
供
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
本
性
に
も
っ
と
も
忠
実
な
あ
り
か
た
な
の
だ
。

用
例
数 

文末 

表現 

二
九 

断
定
形 

二
四 

【
だ
ろ
う
】
系 

推
量
形 

四 

【
と
思
う
】
系 

三 

に
違
い
な
い 

三 

か
も
し
れ
な
い 
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(

中
略)

そ
れ
は
映
画
の
本
質
た
る
見
世
物
性
の
純
粋
な
発
露
で
あ
る
。 

監
督
ギ
レ
ル
モ
・
デ
ル
・
ト
ロ
は
「
パ
ン
ズ
・
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
で
は
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
に
も
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
知
性
派

で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
砂
場
で
遊
ぶ
子
供
そ
の
も
の
と
化
し
て
、
怪
獣
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
対
決
を
演
出
す
る
。
お
そ
ら

く
は
演
出
中
も
「
ガ
キ
ー
ン
！
」
と
か
「
ボ
カ
ッ
！
」
と
か
叫
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
三
年
八
月
九
日 

夕
刊 

 

こ
の
よ
う
な
、
現
代
語
の
「
お
そ
ら
く
」
の
特
徴
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
節
か
ら
は
上
代
か
ら
近
世
ま
で
の
「
お
そ
ら
く(

は)

」

の
史
的
変
化
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
可
能
な
限
り
調
査
し
た
範
囲
の
「
お
そ
ら
く
（
は
）
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

る
。
な
お
、
代
表
的
な
表
記
は
「
お
そ
ら
く(

は)

」
と
し
、
依
拠
本
に
よ
る
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
。
た
だ
し
、
場
合
に
よ
っ

て
は
振
り
仮
名
を
付
け
て
表
記
す
る
。
漢
字
表
記
に
お
い
て
は
旧
・
新
字
体
を
併
用
す
る
。 

  

第
二
節 

上
代
の
「
お
そ
る
ら
く
は
」 

 

ま
ず
、
上
代
の
「
お
そ
ら
く
」
を
考
察
す
る
ま
え
に
「
お
そ
ら
く
」
の
語
源
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
「
お
そ
ら
く
は
」
の
語

源
は
、
『
訓
点
語
辞
典
』(

二
〇
〇
一)

に
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

動
詞
「
お
そ
る
」
の
二
段
活
用
の
「
ク
語
法
」
二

形
「
お
そ
る
ら
く
」
又
は
「
お
そ
ろ
ら
く
」
三

の
「
る
」
又
は
「
ろ
」
が
脱
落

し
た
形
に
助
詞
「
は
」
が
付
い
た
語
。「
お
そ
る
」
の
四
段
活
用
の
「
ク
語
法
」
に
助
詞
「
は
」
が
付
い
た
語
と
も
、「
ク
語
法
」

が
古
語
化
し
て
「
ら
く
」
が
接
尾
語
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
、
動
詞
の
活
用
を
無
視
し
て
「
お
そ
ら
く
」
の
形
が
定
着
し
そ
れ
に
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助
詞
「
は
」
が
付
い
た
語
と
も
説
か
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
訓
点
語
辞
典
』(

二
〇
〇
一)

二
四
九
頁 

 
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版(

二
〇
〇
一:

一
一
八
〇
～
一
、
以
下
、『
日
国
』
と
称
す
る)

に
は
「
お
そ
る
ら
く
」
と
い
う

見
出
し
語
は
な
く
、
助
詞
「
は
」
が
付
い
た
「
お
そ
る
ら
く
は
」
形
が
見
出
し
語
と
し
て
載
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
お
そ
る

ら
く
は
」
は
動
詞
「
お
そ
る
」
の
ク
語
法
に
係
助
詞
「
は
」
の
付
い
た
も
の
の
連
語
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
「
お
そ

る
ら
く
は
」
は
漢
文
訓
読
語
に
用
い
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
例
を
示
さ
れ
て
い
る
。 

 (

八)

仍

恐

お
そ
る
ら
く
は

児
孫
の
使
君
を
忘
れ
む
こ
と
を 

 
 

 
 

 
 

『
白
氏
文
集
』
巻
三
・
天
永
四
年
点
（
一
一
一
三
・
三
） 

  

こ
の
よ
う
に
「
お
そ
ら
く
」
は
動
詞
「
お
そ
る
」
の
「
ク
語
法
」
と
し
て
「
お
そ
る
ら
く
」
と
な
り
、
そ
こ
に
助
詞
「
は
」

が
つ
い
た
「
お
そ
る
ら
く
は
」
の
語
形
に
由
来
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
上
代
編
」(

一
九
六

七:

一
五
〇)

で
は
、
動
詞
「
お
そ
る
」
の
見
出
し
語
だ
け
が
載
っ
て
い
て
、
記
述
の
と
こ
ろ
で
「
お
そ
ら
く(

お
そ
る
ら
く)

」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
「
動
詞
『
お
そ
る
』
か
ら
派
生
し
、
上
代
に
は
確
か
な
例
は
見
え
な
い
。
こ
の
時
期
の
『
お
そ
ら

く
』
は
動
詞
『
お
そ
る
』
の
一
用
法
と
み
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
『
日
国
』
で
も
「
お
そ
ら

く
は
」
の
記
述
に
上
代
の
例
は
な
く
、「
お
そ
る
ら
く
は
」
の
初
出
と
し
て
平
安
初
期
の
資
料
を
あ
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
お

そ
ら
く
は
」
は
上
代
に
お
い
て
は
見
当
た
ら
な
い
と
言
え
る
。 

た
だ
し
、
「
お
そ
る
ら
く
（
は
）
」
の
表
記
も
上
代
に
は
見
ら
れ
な
い
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
以
下
、
『
新
全
集
』

と
称
す
る
）
の
上
代
資
料
に
、「
恐
」
を
「
お
そ
る
ら
く
は
」
と
訓
ん
で
い
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。『
日
本
書
記
』
四(

七
二

〇
年
頃)

、
『
出
雲
国
風
土
記
』(

七
三
三
年
頃)

に
見
え
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
の
例
を
挙
げ
る
。 
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(

九)
 

夫
妻
共
愁
、
乃
告
二

素
戔
鳴
尊
一

曰
、
我
生
児
雖
レ

多
、
毎
レ

生
輙
有
二

八
岐
大
蛇
一

来
呑
、
不
レ

得
二

一
存
一

。
今
吾
且
レ

産
。
恐
亦
見
レ

呑
。
是
以
哀
傷
。 

 
 

 
 
 
 
(

夫
妻
共
に
愁
へ
、
乃
ち
素
戔
鳴
尊
に
告
し
て
曰
さ
く
、
「
我
が
生
め
る
児
多
し
と
雖
も
、
生
む
毎
に
輙
ち
八
岐
大
蛇

有
り
て
来
り
呑
み
、
一
も
存
け
る
こ
と
得
ず
。
今
し
吾
産
ま
む
と
す
。
恐
る
ら
く
は
亦
呑
ま
れ
な
む
こ
と
を
。
是
を

以
ち
て
哀
傷
ぶ
」
と
ま
を
す
。)

 『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
「
神
代
上
〔
第
八
段
〕
正
文
・
一
書
第
一
―
第
二
」(

九
五
頁)

 
 

(

一
〇)

七
年
春
二
月
の
丁
丑
の
朔
辛
卯
、
詔
曰
、
昔
我
皇
祖
大
啓
二

鴻
基
一

、
其
後
聖
業
逾
高
、
王
風
転
盛
。
不
レ

意
、
今
当

二

朕
世
一

数
有
二

災
害
一

。
恐
朝
無
二

善
政
一

、
取
二

咎
於
神
祇
一

耶
。 

(

七
年
の
春
二
月
の
丁
丑
の
朔
に
し
て
辛
卯
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、
「
昔
、
我
が
皇
祖
大
き
に
鴻
基
を
啓
き
た
ま
ひ
、

其
の
後
に
聖
業
逾
高
く
、
王
風
転
盛
な
り
。
意
は
ざ
り
き
、
今
し
朕
が
世
に
当
り
て
数
災
害
有
ら
む
と
は
。
恐
る
ら

く
は
、 

朝
に
善
政
無
く
し
て
、
咎
を
神
祇
に
取
れ
る
に
か
。
」)

 

『
同
右
』
巻
第
五
「
崇
神
天
皇(

六
年
―
七
年
二
月)

」(

一
七
一
頁)

 

(

一
一)

王
盟
之
曰
、
若
敷
レ

草
為
レ 

坐
、
恐
見
二

火
焼
一

。
且
取
レ

木
為
レ

坐
、
恐
為
二

水
流
一

。 

(

王
盟
ひ
て
曰
く
、
「
若
し
草
を
敷
き
て
坐
と
為
さ
ば
、
恐
る
ら
く
は
火
に
焼
か
れ
む
こ
と
を
。
且
木
を
取
り
て
坐
と 

 
 

 

為
さ
ば
、
恐
る
ら
く
は
水
に
流
さ
れ
む
こ
と
を
。
」)

 

『
同
右
』
巻
第
九
「
神
功
皇
后(

摂
政
四
十
七
年
四
月
―
四
十
九
年
三
月)

」(

四
五
八
頁)

 

(

一
二)

十
年
春
正
月
、
幸
二

茅
渟
一

。
於
レ

是
皇
后
奏
言
、
妾
如
毫
毛
、
非
レ

嫉
二

弟
姫
一

。
然
恐
陛
下
屢
幸
二

於
茅
渟
一

。
是
百

姓
之
苦
。
仰
願
宣
レ

除
二

車
駕
之
数
一

也
。 

（
十
年
の
春
正
月
に
、
茅
渟
に
幸
す
。
是
に
皇
后
の
奏
言
し
た
ま
は
く
、
「
妾
、
如
毫
毛
も
、
弟
姫
を
嫉
む
に
非
ず
。 

然
れ
ど
も
、
恐
る
ら
く
は
、
陛
下
、
屢
茅
渟
に
幸
す
こ
と
、
是
百
姓
の
苦
な
ら
む
。
仰
ぎ
願
は
く
は
、
車
駕
の
数
を 
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除
め
た
ま
は
む
」
と
ま
を
し
た
ま
ふ
。
） 『

同
右
』
巻
第
十
三
「
允
恭
天
皇(

八
年
二
月
―
十
一
年
三
月)

」(

一
二
一
頁)

 

(
一
三)

今
年
埋
半
遺
。
恐
遂
被
レ

埋
已
与
。 

(
今
、
年
に
埋
み
て
半
ば
を
遺
す
。
恐
る
ら
く
は
遂
に
埋
れ
は
て
む
か
。)

 

『
出
雲
国
風
土
記
』「
神
門
の
郡
」(

二
三
八
頁)

 
 

 

上
記
の
例
で
、「
恐
」
は
「
お
そ
る
ら
く
は
」
と
訓
読
さ
れ
て
お
り
、
文
末
に
「
動
詞
＋
む
こ
と
を
」「
動
詞
＋
む
か
」
の
よ

う
な
推
量
形
で
対
応
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、(

九)

と(

一
三)

を
見
る
と
、(

九)

は
脚
摩
手
と
い
う
神
が
夫
婦
の
こ
と
を
心

配
し
て
、
素
戔
鳴
尊
に
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
話
は
、「(

夫
婦
は
以
前
に
も
子
供
を
八
岐
大
蛇
に
呑
ま
れ
た
こ
と
が
あ

る
こ
と
か
ら)

子
供
を
産
ん
で
も
ま
た
八
岐
大
蛇
に
呑
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

一
三)

は
「(

水
海
と
大
海
の
間
に
松
山
と
い
う
園
が
あ
り
、
そ
こ
に
風
で
砂
が
飛
び
流
れ
、
積
み
上
が
っ
た
松
の
林
が
あ
る)

そ
の
松

の
林
は
、
今
、(

砂
で)

年
々
埋
め
て
や
っ
と
半
分
が
残
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
最
後
に
は
埋
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。
」
五

と

い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
る
。 

以
上
、
上
代
漢
文
資
料
に
お
け
る
「
恐
」
は
平
安
時
代
以
降
の
漢
文
訓
読
か
ら
類
推
し
て
「
お
そ
る
ら
く
は
」
と
訓
読
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
意
味
は
、
動
詞
「
お
そ
る
」
の
意
味
を
受
け
継
い
で
、「
恐
れ
て
い
る
こ
と
」「
気
が
か

り
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
代
に
は
副
詞
的
な
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
事
柄
全
体
を
修
飾
す
る
機

能
を
も
つ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 
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第
三
節 

中
古
か
ら
近
世
に
お
け
る
「
お
そ
ら
く
」
の
変
遷
過
程 

 

一 

中
古
～
中
世 

 

平
安
初
期
に
は
、
漢
文
訓
読
資
料
を
中
心
に
「
お
そ
る
ら
く
は
」
が
見
え
、
さ
ら
に
文
タ
イ
プ
に
も
多
様
性
が
見
ら
れ
る
。

調
査
し
た
範
囲
で
は
、
西
大
寺
本
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
平
安
初
期
点
、『
大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓
』
平
安
初
期
点
を
始
め
、

前
述
の
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
巻
三
・
天
永
四
年
点(

八)

や
、
神
田
本
『
白
氏
文
集
』
巻
三
・
天
永
四
年
点
六

に
「
更
に
恐
ル

［
左
、
（
る
）
ラ
ク
ハ 
］
年
の
衰
（
へ
）
て
［
左
、
オ
ト
ロ
フ
ル
マ
テ
ニ
］
帰
る
こ
と
を
得
不
（
ら
）
む
こ
と
を
（
更
恐
恐
衰

帰
不
得
）
」(

三
五
四)

な
ど
の
例
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
文
末
は
、
上
の
「
動
詞
＋
む
こ
と
を
」
の
ほ
か
、
「
動
詞
＋
や
」
「
動

詞
＋
じ
か
と
」
（
西
大
寺
本
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
平
安
初
期
点
）
、
「
動
詞
」
（
『
大
唐
三
蔵
玄
奘
法
師
表
啓
』
平
安
初
期
点
）

と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
推
量
形
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
意
味
面
に
お
い
て
は
、
前
代
に
引
き
続
き
「
恐
れ
て
い

る
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
お
そ
ら
く
は
」
は
次
の
よ
う
に
『
古
今
著
聞
集
』（
一
二
五
四
年
頃
）
に
多
く
見
え
て

い
る
。
こ
れ
は
、
漢
文
訓
読
に
由
来
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、
和
漢
混
淆
文
系
の
資
料
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

(

一
四)

「
佳
句
に
て
侍
る
。
お
そ
ら
く
は
雲
千
里
、
鳥
一
聲
と
侍
ら
ば
よ
か
り
な
ま
し
」 

 
 

『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
四(

大
系
・
一
二
四
頁
・
一
二
五
四
年
頃)

 

(

一
五)

弘
高
、
地
獄
變
の
屛
風
を
書
け
る
に
、
樓
の
上
よ
り
杵
を
さ
し
お
ろ
し
て
、
人
を
さ
し
た
る
鬼
を
か
き
た
り
け
る
が
、

こ
と
に
魂
入
て
み
え
け
る
を
、
み
ず
か
ら
い
ひ
け
る
は
、
「
お
そ
ら
く
は
我
運
命
つ
き
ぬ
」
と
。 

『
同
右
』
巻
第
十
一(

三
一
一
頁)

 
 

(

一
六)

公
茂
、
弘
高
を
ま
ね
き
て
い
ひ
け
る
は
、「
此
野
筋
・
此
松
、
汝
及
べ
か
ら
ず
。
お
そ
ら
く
は
、
公
忠
が
か
く
所
か
」  
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『
同
右
』
巻
第
十
一(

三
一
二
頁)

 

 
「
お
そ
る
ら
く
は
」
か
ら
「
お
そ
ら
く
は
」
へ
の
語
形
変
化
に
伴
っ
て
、
副
詞
的
な
も
の
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
の

よ
う
に
「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
」
こ
と
を
表
す
例
が
見
え
は
じ
め
る
。
『
日
国
』
で
は
、
最
も
古
い
資
料
と
し
て
次

の
『
今
昔
物
語
』
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

(

一
七)

恐
ら
く
は
他
の
官
の
者
、
此
の
由
を
不
知
ず
し
て
、
亦
、
君
を
捕
へ
む
と
為 

『
今
昔
物
語
』
巻
第
七
・
三
十
（
『
日
国
』・
一
一
二
〇
年
頃
か
） 

 

こ
の
よ
う
に(

一
七)

で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
条
件
節
を
受
け
る
後
節
に
「
お
そ
ら
く
は
」
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
例
は
前
節
が
省
か
れ
て
い
て
、
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 (

一
七
Ｂ)

『
若
ㇱ
其
ノ
書
ヲ
不
取
ズ
ハ
、
恐
ラ
ク
ハ
他
ノ
官
ノ
者
、
此
ノ
由
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
、
亦
、
君
ヲ
捕
ヘ
ム
ト
為
』 

ト
。 

『
今
昔
物
語
集
』(

二)

巻
第
七
・
三
十
一(

新
大
系
・
一
六
一
頁)

 

 

(

一
七
Ｂ)

は
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
、「
十
中
八
九
。
た
い
て
い
。
多
分
。
お
そ
ら
く
」
の
意
を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
お
そ

ら
く
は
」
は
、
条
件
節
を
受
け
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
般
的
な
副
詞
の
機
能
を
も
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
よ

か
ろ
う
。 

ま
た
、
現
代
語
に
は
見
ら
れ
な
い
「
は
ば
か
り
な
が
ら
」
と
い
う
意
を
表
す
例
が
説
話
集
の
『
古
事
談
』
（
一
二
一
二
～
一

五
年
）
に
見
え
る
。
用
例
は
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
こ
の
時
期
に
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。 



53 
 

(

一
八)

只
今
此
虚
ヲ
罷
通
事
候
ツ
ル
カ
、
御
琵
琶
ノ
撥
ヲ
ト
ノ
イ
ミ
シ
サ
ニ
所
参
人
也
、
恐
ラ
ク
ハ
昔
卓
敏
ニ
授
貽
曲
ノ
侍

ヲ
欲
奉
授
云
々 

(

只
今
此
の
虚
を
罷
り
通
事
候
ひ
つ
る
が
、
御
琵
琶
の
撥
お
と
の
い
み
じ
さ
に
参
人
す
る
所
な
り
。
恐
ら
く
は
、
昔
、

卓
敏
に
授
け
貽
す
曲
の
侍
る
を
受
け
奉
ら
む
と
欲
ふ
」
と
云
々
。)

 

『
古
事
談
』
巻
第
六 

六-

二
一
、
四
〇
七(

庫
四
〇
九)

 (

新
大
系
七

・
五
三
六
頁
・
一
二
一
二
～
一
五
年
頃
） 

 

と
こ
ろ
で
、
「
お
そ
ら
く
は
」
の
語
源
と
さ
れ
る
「
お
そ
る
ら
く
は
」
の
姿
が
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
次
の
『
古
事
談
』
（
一
二
一
二
～
一
五
年
）
の
「
恐
」
に
は
「
お
そ
る
ら
く
は
」
の
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

(

一
九)

俊
賢
云
、
無
左
右
不
可
入
給
、
近
會
北
方
不
塞
、
恐
有
慮
外
之
事
歟
云
云 

(

俊
賢
云
は
く
、「
左
右
無
く
入
り
給
ふ
べ
か
ら
ず
。
近
會
北
方
塞
が
ら
ず
。
恐
る
ら
く
は
慮
外
の
事
有
ら
む
か
」
云
々
。 

『
古
事
談
』
巻
第
二 

二
―
三
一
、
一
三
〇(

庫
一
三
一)

(

新
大
系
・
一
五
九
頁
・
一
二
一
二
～
一
五
年)

 

 

ま
た
、
『
十
訓
抄
』(

一
二
五
二
年
頃)

の
歌
合
を
す
る
場
面
で
引
用
さ
れ
た
歌
の
な
か
で
も
「
恐
」
が
「
お
そ
る
ら
く
は
」

と
訓
ま
れ
て
い
る
。
「
心
配
す
る
の
は
、
衰
え
た
老
人
の
頭
が
霜
の
よ
う
に
真
っ
白
で
あ
る
の
を
嫌
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ

と
だ
」
と
い
う
注
釈
が
あ
る(

『
新
全
集
』
「
十
訓
抄
」
六
三
頁)

。 

  
 
(

二
〇)

野
宮
歌
合
、
判
者
は
源
順
な
り
け
り
。
女
房
を
あ
ま
た
勝
た
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
男
の
方
よ
り
、
（
中
略
） 

花
色
如
二

蒸
粟
一 

俗
呼
為
二

女
郎
一 

聞
レ

名
戯
欲
レ

契
二

偕
老
一

恐

お
そ
る
ら
く
は

悪
二

衰
翁
首
以
レ

霜 
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花
の
色
は
蒸
せ
る
粟
の
如
し
、
俗
呼
ば
う
て
女
郎
と
為
す
、
名
を
聞
き
て
、
戯
れ
に
偕
老
を
契
ら
む
と
す
れ
ば
、
恐
る

ら
く
は
、
衰
翁
の
首
の
霜
に
似
た
る
を
、
悪
ま
む
こ
と
を 

 

と
順
が
書
け
る
に
よ
り
て
、
よ
め
る
に
や
。『
十
訓
抄
』
上
・
一
ノ
二
十
二(

新
全
集
・
六
三
頁
・
一
二
五
二
年
頃)

 

 
 

 
 

こ
れ
ら
「
恐
」
を
「
お
そ
る
ら
く
は
」
と
訓
読
す
る
説
は
、
何
ら
か
の
根
拠
に
基
づ
く
の
か
も
し
れ
ず
、
敢
え
て
記
し
て
お

く
。
た
だ
、
そ
の
訓
読
と
は
別
に
、
「
お
そ
ら
く
は
」
が
「
恐
れ
て
い
る
」
を
表
す
連
語
の
用
法
の
ほ
か
に
、
新
た
な
用
法
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
実
は
動
か
な
い
。 

中
世
後
期
に
な
る
と
、
意
味
面
に
お
い
て
は(

二
一)

(

二
二)

(

二
三)

の
よ
う
に
、「
恐
れ
て
い
る
」「
事
態
が
起
き
る
可
能
性

が
高
い
」
と
い
う
意
味
も
前
代
か
ら
引
き
続
き
見
ら
れ
る
一
方
、
「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
」
を
表
す
も
の
の
な
か
に

条
件
節
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
文
末
に
は
推
量
表
現
を
伴
う
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

(

二
一)

恐
ら
く
は
、
な
ほ
こ
の
心
、
得
る
事
如
何
。
奥
蔵
心
性
を
極
め
て
、
妙
見
に
至
り
な
ば
、
こ
れ
を
得
べ
き
か
。 

『
拾
玉
得
花
』(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
三
八
八
頁
・
室
町
中
期
頃)

 

 
(

二
二)

竜
駕
ま
さ
に
都
に
還
つ
て
、
鳳
暦
永
く
天
に
則
る
。
恐
ら
く
は
微
臣
が
忠
功
に
非
ず
ん
ば
、
そ
れ
誰
と
か
せ
ん
や
。

し
か
る
に
今
戦
功
い
ま
だ
立
た
ず
、
罪
責
た
ち
ま
ち
に
来
た
る
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
『
太
平
記
』
巻
第
十
二(

新
全
集
・
七
三
頁
・
一
三
七
五
年
頃)

 

(

二
三)

も
し
兵
を
発
し
て
勦
捕
せ
し
め
ば
、
恐
ら
く
は
交
隣
の
道
に
非
ざ
ら
ん
。 

 
 

『
同
右
』
巻
第
四
十(

四
一
九
頁)

 

 

こ
の
よ
う
な
、
条
件
表
現
と
共
起
す
る
「
お
そ
ら
く
は
」
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
推
量
の
意
味
を
強
め
て
い
っ
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た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

近
世 

 

近
世
前
期
で
は
、(

二
四)

の
よ
う
に
「
～
ば
、
お
そ
ら
く
は
～
推
量
表
現
」
構
文
も
引
き
続
き
見
ら
れ
る
。
意
味
も
「
可
能

性
が
高
い
こ
と
」
を
推
量
す
る
も
の
が
主
流
で
あ
る
。(

二
五)

は
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、「
（
古
狸
な
ど
が
化
け
た
見

越
入
道
で
）
た
ぶ
ん
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
」
八

と
訳
さ
れ
、「
た
ぶ
ん
～
だ
ろ
う
」
と
い
う
推
量
の
意
味
が
加
わ

っ
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。 

 

(

二
四)

こ
れ
ら
の
事
を
ひ
ざ
う
と
せ
ば
、
お
そ
ら
く
は
秘
し
て
も
秘
し
が
た
き
、
一
大
事
因
縁
を
ば
い
か
が
せ
ん
。 

『
一
休
ば
な
し
』
巻
之
三(

新
全
集
・
三
〇
○
頁
・
一
六
六
八
年
頃)

 

(

二
五)

さ
て
は
古
狸
な
ど
の
ば
く
る
、
み
こ
し
に
う
だ
う
と
い
ふ
も
の
に
こ
そ
。
お
そ
ら
く
は
い
と
め
ん
も
の
を
と
、
ゆ
み

と
り
な
を
し
、
す
び
き
し
て
、
猪
の
目
す
か
せ
る
か
り
ま
た
の
矢
を
と
り
、
か
の
坊
主
の
つ
ら
を
目
も
は
な
た
ず
に

ら
み
ゐ
る
に
、
ひ
た
物
た
か
く
な
り
て
、
後
に
は
見
あ
ぐ
る
事
、
ゆ
ひ
し
髪
の
襟
に
つ
く
ま
で
せ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
御
伽
物
語
』
巻
一(

新
全
集
・
四
六
〇
頁
・
江
戸
前
期)

 

 

意
味
面
に
お
い
て
は
、
主
に
「
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
」
と
い
う
意
を
表
し
、
文
タ
イ
プ
は
以
前
よ
り
広
く
な
り
、

文
末
に
は
断
定
形
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 (

二
六)

甚
五
兵
衞
大
き
に
喜
び
、
「
さ
て
、
お
そ
ら
く
は
伊
藤
庄
大
夫
と
わ
た
く
し
、
花
が
一
番
な
り
。
」 
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『
鹿
の
巻
筆
』
第
三(

大
系
・
一
八
九
頁
・
一
六
八
六
年
頃)

 

(
二
七)

内
へ
の
か
よ
ひ
口
の
暖
簾
も
れ
て
、
一
烓
の
か
を
り
通
り
が
け
に
聞
く
に
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
国
の
守
の
御
物
、

白
菊
に
も
お
と
る
ま
じ
き
す
が
り
な
り
。 

 
 

 
 

 

『
男
色
大
鑑
』
巻
二(

新
全
集
・
三
六
五
頁
・
江
戸
中
期)

 

 

こ
の
よ
う
に
、
一
七
世
紀
に
は
か
な
り
確
信
度
の
高
い
断
定
表
現
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
「
お
そ
ら
く
は
」
に
助
詞
「
は
」
が
脱
落
し
た
形
「
お
そ
ら
く
」
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
近
世
初
期
で
あ
る
。 

 (

二
八)

九 
(

畠
主
→
ち
ん
ば)

畠
主
「
や
る
ま
ひ
と
い
ふ
た
り
と
取
て
み
せ
う｣

ち
ん
ば
「
お
そ
ら
く
と
ら
す
ま
ひ
ぞ
」 

『
集
狂
言
』「
竹
の
子
」（
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
下
・
八
五
頁)

 

 

構
文
的
に
も
意
味
的
に
も
、
前
代
の
「
お
そ
ら
く
は
」
と
類
似
し
て
お
り
、
「
お
そ
ら
く
は
」
か
ら
「
お
そ
ら
く
」
へ
と
変

化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
は
狂
言
と
い
う
作
品
の
特
徴
上
、
会
話
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
口
語
的
な
言
い
方
に
お
い
て
は
助
詞
が
脱
落
す
る
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
「
お
そ
ら
く
」
の
形
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
「
お
そ
ら
く
は
」
の
方
も
用
い
ら
れ
た
一
〇

。 

助
詞
「
は
」
の
有
無
と
は
関
係
な
く
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
、
文
末
に
は
否
定
推
量
形
（
「
ま
い
」
）
や
断
定
形
の
否
定
形
（
形

容
詞
「
な
い
」
、
助
動
詞
「
ず
」
）
と
も
対
応
し
て
現
れ
る
。 

 (

二
九)

生
き
て
心
の
辛
抱
は
・
ア
ヽ
お
そ
ら
く
常
盤
に
は
及
ぶ
ま
い
・
牛
若
を
助
け
ん
た
め
清
盛
が
心
に
は
従
へ
ど
も
・ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
平
家
女
護
嶋
』
第
三(

新
全
集
・
五
一
七
頁
・
一
七
一
九
年
頃)

 

(

三
〇)

「
詞
扨
々
。
器
量
勝
れ
て
。
け
だ
か
い
生
れ
付
。
公
家
＾
高
家
の
御
子
息
と
云
て
も
。
お
そ
ら
く
恥
か
し
か
ら
ず
。 
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テ
扨
そ
な
た
は
＾
マ
よ
い
子
じ
や
な
ふ
＾
」
と
。 

『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
四
段
目 

(

大
系
・
一
二
七
頁
・
一
七
四
六
年
頃)

 
 

(
三
一)

お
そ
ら
く
平
家
の
太
刀
先
に
は
摩
醯
修
も
叶
は
ず
と
。 

 

『
源
平
布
引
滝
』(

大
系
・
四
二
頁
・
一
七
四
九
年
頃)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

三
二)
弥
二
「
お
ゑ
ど
で
も
、
神
田
の
八
丁
堀
で
、
と
ち
め
ん
や
の
弥
次
郎
兵
衞
さ
ま
と
い
つ
ち
や
ア
、
お
そ
ら
く
お
れ
が

近
付
の
人
に
、
誰
し
ら
ぬ
も
の
は
ね
へ
は
。
」 
 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
後
篇(

新
全
集
・
一
〇
○
頁
・
一
八
〇
二
～
一
四
年
頃)

 

(

三
三)

イ
ヤ
、
ほ
ん
に
聞
な
せ
へ
。
腹
を
へ
ら
し
て
物
を
食
ふ
ほ
ど
、
う
ま
い
物
は
お
そ
ら
く
ね
へ
に
よ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
浮
世
風
呂
』
三
編 

巻
之
下(

大
系
・
二
〇
六
頁
・
一
八
〇
九
～
一
三
年
頃)

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
、
文
末
に
は
断
定
形
と
し
て
否
定
形
が
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
終
助
詞
「
ね
」
が
つ
い
て
断
定
度
を
弱
め
る
も
の
も
見
え

る
。 

 

 
(

三
四)

睾
丸
は
磨
た
と
て
も
光
り
な
し
、
こ
ん
に
や
く
玉
と
屁
玉
人
だ
ま
ス
同
字
病
は
あ
る
が
能
返
哥
だ
ネ
。
狂
哥
と
い
ふ

も
の
は
お
そ
ら
く
江
戸
に
と
ゞ
ま
つ
た
ネ
。 

『
浮
世
風
呂
』
四
篇 

巻
之
下(

大
系
・
三
〇
四
頁
・
一
八
〇
九
～
一
三
年
頃)

 

 

さ
て
、『
狂
言
集
』
一
一

に
は
前
代
の
用
法
を
引
き
継
ぐ
、
条
件
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
例
が
見
え
る
。(

三
五
）
は
『
小

名
狂
言
』
「
素
袍
落
」
で
、
伯
父
と
太
郎
冠
者
が
話
し
合
う
場
面
で
あ
る
。 

 (

三
五)

伯
父
何
と
言
う
て
自
慢
を
す
る
ぞ
。
太
郎
冠
者
「
ア
ア
こ
れ
こ
れ
、
そ
れ
は
皆
の
者
の
言
う
が
く
ど
い
。
お
そ
ら
く
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こ
ち
の
頼
う
だ
人
の
伯
父
御
樣
の
よ
う
な
、
結
構
な
お
方
が
天
が
下
に
ま
た
と
ふ
た
り
あ
ら
ば
出
い
て
み
よ
、
あ
る

ま
い
」
、
な
ど
と
申
し
て
、
自
慢
を
致
し
ま
す
る
。 

 
 

 
 
 
 

『
小
名
狂
言
』「
素
袍
落
」(

『
同
右
』・
三
五
五
頁)

 

 
こ
こ
で
は
、
「
あ
ら
ば
」
と
共
起
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
、
逆
接
の
接
続
助
詞
「
と
も
」
と
共
起
す
る
例
も
多
く
見
ら
れ

る
。 

 (

三
六)

主
お
の
れ
そ
の
つ
れ
な
こ
と
を
言
う
て
、
勝
手
へ
行
か
ず
は
た
め
に
惡
か
ろ
う
。
男
た
め
に
惡
か
ろ
う
と
言
う
て
、 

何
と
す
る
。
主
目
に
も
の
を
見
し
ょ
う
。
男
そ
れ
は
誰
が
。
主
い
ず
れ
も
、
主
・
客
人
甲
・
乙
・
一
同
大
勢
が
。
男

い
ず
れ
も
は
大
勢
、
太
郎
は
一
人
じ
ゃ
と
思
う
て
侮
っ
て
お
し
ゃ
る
か
。
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
大
勢
な
り
と
も
、
怖

ず
る
太
郎
で
は
お
り
な
い
。
主
て
い
と
そ
う
言
う
か 

 
 

 
 

『
小
名
狂
言
』「
米
市
」(

『
同
右
』・
四
二
一
頁)

 

(

三
七)

男
い
ず
れ
も
は
大
勢
、
太
郎
は
一
人
じ
ゃ
と
思
う
て
侮
っ
て
お
し
ゃ
る
か
。
お
そ
ら
く
大
勢
な
り
と
も
、
怖
ず
る
み

ど
も
太
郎
で
は
お
り
な
い
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

『
女
狂
言
』「
千
切
木
」(

『
同
右
』・
六
七
頁)

 

(

三
八)

柿
賣
い
ず
れ
も
は
大
勢
、
柿
賣
は
一
人
じ
ゃ
と
思
う
て
侮
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
か
。
某
も
彼
方
で
は
口
を
き
く
者
じ 

ゃ
。
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
大
勢
な
り
と
も
、
怖
ず
る
柿
賣
で
は
お
り
な
い
。 

 

『
集
狂
言
』「
合
柿
」(

四
二
八
頁)

 

 

同
ジ
ャ
ン
ル
で
慣
用
句
的
な
言
い
方
と
し
て
「
お
そ
ら
く
～
と
も
、
…
な
い
」
と
い
う
構
文
が
あ
り
、
文
末
に
は
否
定
形
が

く
る
こ
と
も
あ
る
。「
お
そ
ら
く
い
ず
れ
も
大
勢
な
り
と
も
、
怖
ず
る
［
太
郎
／
柿
賣
］
で
は
お
り
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
文

で
あ
る
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
編
」(

一)
(

一
九
八
五
～
二
〇
〇
一:

一
〇
二
一)

で
は
「
狂
言
な
ど
で
、
独
断

的
な
こ
と
と
し
て
述
べ
る
場
合
に
用
い
、
打
消
の
言
い
方
と
応
じ
て
、
強
く
言
い
切
る
態
度
を
示
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
『
聟
女
狂
言
』
「
右
近
左
近
」
に
は
新
し
い
構
文
が
見
ら
れ
る
。 
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(

三
九)

(

右
近
→
妻)

妻
「
な
う
物
狂
や
物
狂
や
、
夫
あ
り
な
が
ら
何
と
妾
が
出
ら
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
こ
れ
は
ふ
っ
つ

り
と
思
ひ
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
」
右
近
「
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
言
う
て
も
、
そ
ち
は
出
る

こ
と
は
な
る
ま
い
ぢ
ゃ
ま
で
。
」
妻
「
は
て
、
何
と
女
が
出
ら
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
」
右
近
「
よ
い
わ
。
お
き
を

ら
う
。
も
は
や
頼
ま
ぬ
。
上
は
御
清
粋
ぢ
ゃ
。
理
を
以
て
申
し
上
ぐ
る
に
負
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
恐

ら
く
は
勝
っ
て
み
せ
う
。
」
妻
「
ア
ア
申
し
申
し
、
ま
づ
待
た
せ
ら
れ
い
。
」 

 
 

『
聟
女
狂
言
』「
右
近
左
近
」(

新
全
集
・
三
一
五
頁)

 

(

四
〇)

(

前
略)
な
か
な
か
た
だ
は
戻
す
ま
い
。
さ
て
さ
て
こ
れ
は
苦
々
し
い
こ
と
ぢ
ゃ
。
こ
れ
は
ま
づ
何
と
致
さ
う
。
（
思

案
し
て
）
オ
オ
そ
れ
そ
れ
、
『
男
の
心
と
大
仏
の
柱
は
太
い
が
上
に
も
太
か
れ
』
と
申
す
。
何
の
、
思
ひ
切
っ
て
行

く
に
行
か
れ
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
は
通
っ
て
み
せ
う
。
（
舞
台
正
面
か
ら
妻
の
座
っ
て
い
る
前
を
通
ろ
う

と
す
る
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』(

三
一
八
頁)

 

 

い
ず
れ
も
「
お
そ
ら
く
は
～
う
／
よ
う
形
」
と
い
う
構
文
が
用
い
ら
れ
、
推
量
で
は
な
く
、
話
し
手
の
強
い
意
志
を
表
す
。 

(

三
九)

の
場
合
、
『
新
全
集
』
「
狂
言
集
」(
三
一
五
頁)

の
注
釈
に
「
き
っ
と
。
必
ず
や
。
『
ヲ
ソ
ラ
ク
ワ
。
あ
る
事
に
お
い
て

他
人
に
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
効
果
的
に
し
か
も
や
や
気
ど
っ
て
表
す
こ
と
ば
』
（
日
葡
）
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
必
ず

勝
っ
て
み
せ
よ
う
」
と
す
る
話
し
手(

右
近)

の
強
い
意
志
が
含
ま
れ
て
い
る
。(

四
〇)

も
同
じ
く
、
地
主
に
変
装
し
た
妻
を
本

当
の
地
主
だ
と
誤
解
し
て
い
る
場
面
で
、
そ
の
妻
の
前
を
通
ろ
う
と
す
る
右
近
の
意
志
を
表
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、『
聟
狂
言
』

「
八
幡
の
前
」
で
「
お
そ
ら
く
射
て
お
目
に
か
き
ょ
う
」
と
い
う
文
が
「
聟
↕
教
え
手
」
「
太
郎
冠
者
↕
有
徳
人
」
「
太
郎
冠

者
↕
聟
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
会
話
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
出
家
座
頭
狂
言
』
「
布
施
無
経
」
の
「
住
持
↕
檀
家
」

の
会
話
中
に
も
「
お
そ
ら
く
寺
ま
で
往
ん
で
み
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
事
態
や
事
柄
に
対
し
て

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
表
す
意
味
が
、
話
し
手
の
意
志
と
関
わ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
話
し
手
の
強
い
意
志
を
表
す
こ
と
に
な
る
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の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
お
そ
ら
く
」
は
主
に
『
狂
言
集
』
な
ど
の
口
語
的
な
言
い
方
か
ら
語
形
の
変
化
や
独
特
な
意
味

な
ど
が
新
し
く
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

第
四
節 
明
治
以
降
に
お
け
る
「
お
そ
ら
く
」 

 

前
節
ま
で
「
お
そ
ら
く
」
の
変
化
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
節
で
は
明
治
以
降
に
お
け
る
「
お
そ
ら
く
」
の
使
用
状
況
を

中
心
に
見
て
い
く
。
「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・
一
九
〇
九
年
・
一
九
一
七

年
・
一
九
二
五
年
を
対
象
に
「
お
そ
ら
く(

は)

」（
「
恐
ら
く(

は)

」
等
含
む
）
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
全
四
〇
〇
例
の
中
、
文

語
は
五
四
例
、
口
語
は
三
四
六
例
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
口
語
を
対
象
と
し
、
口
語
の
全
三
四
六
例
の
う
ち
、「
そ
の
他
」
一
二

を

除
い
て
二
九
四
例
を
対
象
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
「
お
そ
ら
く
は
」
「
お
そ
ら
く
」
形
は
同
時
に
見
ら
れ
る
。 

 

一
「
お
そ
ら
く
」
の
共
起
形
式 

 左
表
は
「
お
そ
ら
く
」
と
文
末
の
共
起
関
係
を
示
す
。
推
量
形
は
半
分
を
上
回
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
断
定
形
は
四
〇
例
、

意
志
形
は
二
三
例
で
あ
る
。
「
意
志
表
現
→
断
定
表
現
→
推
量
表
現(

否
定
推
量
含
む)

」
の
順
で
、
推
量
を
表
す
表
現
と
共
起

す
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
か
ら
、
「
お
そ
ら
く
」
は
主
に
推
量
形
と
共
起
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。 
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<

表
二-

二>

「
お
そ
ら
く
」
と
文
末
と
の
共
起
関
係(

例)
 

【
凡
例
】 

※
「
お
そ
ら
く
」
と
文
末
と
の
共
起
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

※
本
稿
で
陳
述
副
詞
と
さ
れ
る
範
囲
は
、「
断
定
・
推
量
『
だ
ろ
う
、
ら
し
い
、
か
も
知
れ
な
い
、
に
ち
が
い
な
い
、
ま
い
』・
意
志
『
う

／
よ
う
』
形
・
疑
問
『
だ
ろ
う
か
』
形
」(

小
林)

で
あ
る
。
序
章
参
考
。 

     

  

 

さ
ら
に
、<

表
二-

三>

に
推
量
表
現
の
文
末
形
式
を
示
す
。 

 

<

表
二-

三>
 

推
量
表
現
の
文
末
形
式(

例)
 

【
凡
例
】 

※<

表
二-

三>

は<

表
二-

二>

に
基
づ
い
て
、
推
量
を
表
す
文
末
形
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

※
否
定
推
量
「
ま
い
」
「
じ
」
形
も
表
に
示
す
。 

 

合 

計 

断
定
形 

推
量
形 

意
志
形  

一
〇 

・ 

一
〇 

・ 

一
八
九
五 

三
二 

三 

二
三 

六 
一
九
〇
一 

九
三 

一
六 

七
〇 

七 

一
九
〇
九 

八
九 

一
一 

七
〇 

八 

一
九
一
七 

七
〇 

一
〇 

五
八 

二 

一
九
二
五 

二
九
四 

四
〇 

二
三
一 

二
三 

合 

計 
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<

表
二-

三>

を
見
る
と
、
現
代
語
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
お
そ
ら
く
」
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
標
準
的
な
共
起
形
式

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
時
点
で
明
ら
か
に
な
る
。 

以
下
、
一
部
の
実
例
を
挙
げ
て
み
る
。 

   

じ ら
し
い 

に
違
い
な
い 

か
も
し
れ
な
い 

と
思
う 

べ
し 

ま
い 

む(

ん)
 

だ
ろ
う  

一 ・ ・ ・ ・ 三 ・ 四 二 

一
八
九
五 

・ ・ ・ ・ ・ 七 四 二 

一
〇 

一
九
〇
一 

一 ・ 一 一 六 六 六 

一
六 

三
三 

一
九
〇
九 

・ ・ 一 三 四 二 四 ・ 

五
六 

一
九
一
七 

・ 二 一 四 二 ・ 五 ・ 

四
四 

一
九
二
五 

二 二 三 八 

一
二 

一
八 

一
九 

二
二 

一
四
五 

合 

計 
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【
推
量
表
現
と
の
共
起
】 

○
「
だ
ろ
う
」
形 

(
四
一)

文
藝
院
の
設
立
な
ど
と
い
ふ
話
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
嘘
だ
ら
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
田
魯
庵
（
談
）「
文
芸
取
締
問
題
と
芸
術
院
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

(

四
二)
父
は
お
そ
ら
く
あ
す
こ
の
椅
子
に
か
け
て
微
笑
し
な
が
ら
自
分
を
見
守
る
だ
ら
う
。 

 
 

 
 

 
 

有
島
武
郎
「
ク
ラ
ヽ
の
出
家
」『
太
陽
』10

号1
9
1
7
 

○
「
む
（
ん
）
」
形 

(

四
三)

彼
れ
を
攻
撃
し
た
る
點
よ
り
見
ば
、
恐
ら
く
攻
戰
と
も
名
け
ら
れ
ん
、 

 
 

 

坪
内
逍
遥
「
戦
争
と
文
学
」『
太
陽
』1

号1
8
9
5
 

(

四
四)

黒
幕
政
治
家
と
し
て
の
山
縣
公
は
、
お
そ
ら
く
天
下
の
絶
品
な
ら
ん
。 

 
 

「
政
治
家
の
分
類
」(

時
事
評
論)

『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

○
「
べ
し
」
形 

(

四
五)

若
し
政
黨
に
し
て
現
在
日
本
の
選
擧
界
よ
り
手
を
引
か
ん
か
、
果
し
て
如
何
な
る
代
議
士
を
選
出
す
べ
き
か
。
恐
ら

く
成
金
輩
に
あ
ら
ざ
れ
ば
市
井
の
無
頼
漢
に
止
ま
る
べ
し
。「
総
選
挙
の
結
果
と
政
友
会
の
態
度
」『
太
陽
』6

号1
9
1
7
 

 

○
「
と
思
う
」
形 

(

四
六)

然
る
に
余
は
實
に
阿
里
山
に
登
り
、 

阿
里
山
の
大
森
林
を
實
見
し
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
阿
里
山
を
實
見
し
た

唯
一
の
記
者
で
あ
る
と
思
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

久
津
見
蕨
村
「
阿
里
山
実
見
談
」『
太
陽
』16

号1
9
0
9
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○
「
か
も
し
れ
な
い
」
形 

(
四
七)

そ
れ
で
私
達
は
す
ぐ
に
本
田
の
病
室
の
方
へ
出
て
行
つ
た
。 

や
は
り
手
術
に
頼
る
の
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

否
、
恐
ら
く
は
も
う
初
め
か
ら
さ
う
定
つ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

豊
島
与
志
雄 

「
本
田
の
死
」『
太
陽
』10

号1
9
1
7
 

○
「
に
違
い
な
い
」
形 

(

四
八)

か
う
し
て
刻
々
に
迫
る
心
の
苦
痛
に
は
、
い
か
な
る
藝
術
も
恐
ら
く
絶
望
の
眼
を
見
張
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。 

小
川
未
明
「
な
ぜ
母
を
呼
ぶ
」『
太
陽
』12

号1
9
1
7
 

○
「
ま
い
」
形 

(

四
九)

今
の
文
學
者
が
ど
う
い
ふ
こ
と
を
や
つ
て
居
る
か
知
る
者
は
恐
ら
く
あ
る
ま
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

戸
川
秋
骨
「
文
士
の
見
た
る
政
治
家
」『
太
陽
』4

号1
9
0
9
 

○
「
ら
し
い
」
形 

(

五
〇)

早
産
の
理
由
を
、
恐
ら
く
善
吉
だ
け
は
知
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。 

 

三
上
於
莵
吉
「
長
篇
小
説 

蛇
人(

第
一
回)

」『
太
陽
』1

号1
9
2
5
 

○
「
じ
」
形 

(

五
一)

菅
公
再
生
す
と
雖
も
、 

其
の
爲
す
所
恐
ら
く
は
此
の
外
に
出
で
じ
。 

 

「
副
島
蒼
海
先
生
」『
太
陽
』1

3

号1
9
0
1
 

 

以
上
、
明
治
以
降
に
お
け
る
「
お
そ
ら
く
」
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
量
表
現
と
共
起
し
て
推
量
的

意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。 
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二 

「
お
そ
ら
く
ば
」
の
出
現 

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
だ
け
現
れ
る
興
味
深
い
語
形
が
あ
る
。「
お
そ
ら
く
」
に
助
詞
「
は
」
が
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
は
」

の
形
も
あ
っ
た
こ
と
を
前
述
し
た
。
こ
の
「
お
そ
ら
く
は
」
の
変
形
と
し
て
、
「
お
そ
ら
く
は
」
の
助
詞
「
は
」
の
代
り
に
接

続
助
詞
「
ば
」
が
付
い
た
「
お
そ
ら
く
ば
」
と
い
う
語
形
が
幾
つ
か
み
え
る
一
三

。 

「
お
そ
ら
く
ば
」
に
つ
い
て
、『
和
英
語
林
集
成
（
初
版:

一
八
六
七
年
）
』
に
初
め
て
見
ら
れ
る
も
の
で
、「L

E
S
T

」
と
い
う

意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
雑
誌
『
太
陽
』
の
用
例
を
挙
げ
る
。 

 

(

五
二)

好
し
互
に
一
致
す
る
恐
ら
く
ば
公
正
無
私
の
位
地
に
立
ち
て
、 

恐
ら
く
ば
人
種
感
情
風
俗
習
慣
を
異
に
す
る
所
の

我
帝
國
と
協
同
一
致
す
る
克
は
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

尾
崎
行
雄
「
対
清
政
策
」『
太
陽
』1

号1
8
9
5
 

(

五
三)

是
、
恐
ら
く
ば
右
の
理
に
由
る
も
の
な
ら
ん
か
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｙ
Ｋ
「
農
業
」『
太
陽
』4

号1
8
9
5
 

(

五
四)

既
に
一
定
の
成
績
を
得
て
、
恐
ら
く
ば
米
國
發
明
の
者
よ
り
も
、 

更
に
斬
新
な
ら
ん
こ
と
を
信
ず
と
雖
ど
も
、
未

だ
之
を
發
表
す
る
の
時
期
に
達
せ
ざ
る
が
故
に
、
暫
ら
く
之
を
侘
日
に
譲
る
こ
と
と
せ
ん
。 

国
府
犀
東
「
人
力
車
廃
止
論
」『
太
陽
』5

号1
9
0
1
 

(

五
五)

生
前
之
を
惡
魔
と
呼
び
、 

公
盜
と
目
し
、 
怪
物
と
な
し
、 

姦
雄
と
な
し
、 

敵
意
を
以
て
之
に
向
ひ
し
者
も
、
恐

ら
く
ば
氏
の
慘
死
を
遂
げ
し
を
見
て
は
、 

何
人
も
哀
痛
の
情
を
催
ほ
せ
ざ
る
を
得
ざ
ら
ん
や
。 

国
府
犀
東
「
星
亨
論
」『
太
陽
』8

号1
9
0
1
 

(

五
六)

然
ら
ば
即
ち
北
京
大
官
中
の
權
力
平
均
は
如
何
に
し
て
、 

覆
る
べ
き
か
と
云
ふ
に
恐
ら
く
ば
些
少
の
原
因
が
其
大

結
果
を
來
た
す
か
も
知
れ
ぬ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

竹
越
三
叉
「
清
国
多
難
の
秋
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

(

五
七)

彼
等
以
上
の
罪
惡
を
行
へ
る
者
徳
義
に
背
け
る
者
累
々
と
し
て
瓦
石
相
連
り
、
恐
ら
く
ば
一
々
之
を
拾
ふ
に
堪
へ
ま
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い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

尾
崎
行
雄
（
談
）「
政
治
家
の
徳
義
問
題
」『
太
陽
』8

号1
9
0
9
 

 
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
お
そ
ら
く(

は)

」
の
意
味
用
法
と
同
じ
で
、「
お
そ
ら
く
ば
」
と
共
起
す
る
文
末
表
現
は
推
量
形(

四

例)

、
否
定
形(

一
例)

、
否
定
推
量
形(

一
例)

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
世
に
な
っ
て
、「
行
か
ず
ば
」
の
よ
う
な
、
本
来
の
係
助

詞
「
は
」
に
代
わ
っ
て
接
続
助
詞
「
ば
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
象
か
ら
類
推
さ
れ
て
、
同
じ
連
用
成
分
に
「
ば
」

が
付
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
文
語
の
漢
文
訓
読
調
の
文
章
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

第
五
節 

ま
と
め 

 

以
上
、
上
代
か
ら
近
現
代
に
み
ら
れ
る
「
お
そ
ら
く
」
の
変
遷
過
程
を
考
察
し
た
。 

上
代
・
中
古
に
連
語
の
「
お
そ
る
ら
く
は
」
形
が
現
れ
、
中
世
前
期
に
は
「
お
そ
ら
く
は
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

近
世
前
期
に
な
る
と
、
助
詞
「
は
」
が
脱
落
し
た
「
お
そ
ら
く
」
の
語
形
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
近
世
末
期
か

ら
近
代
に
か
け
て
「
お
そ
ら
く
ば
」
の
語
形
も
一
部
に
用
い
ら
れ
た
。 

意
味
の
面
で
は
、
動
詞
「
お
そ
る
」
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
恐
れ
て
い
る
こ
と
に
」
の
意
で
あ
っ
た
が
、
中
世
か
ら
は
「
は

ば
か
り
な
く
」
「
事
態
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
」
意
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
中
世

後
期
以
降
か
ら
推
量
表
現
を
伴
う
よ
う
に
な
っ
た
。
連
語
で
は
な
く
、
副
詞
と
し
て
の
働
き
が
現
れ
は
じ
め
る
の
も
こ
の
頃
か

ら
で
あ
る
。
条
件
節
の
内
部
、
そ
の
後
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
近
世
前
期
か
ら
は
推
量
形
は
も
ち
ろ
ん
、

断
定
形
・
意
志
形
・
否
定
形
・
否
定
推
量
形
な
ど
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
近
世
に
は
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
で
話

し
手
の
強
い
意
志
を
表
す
も
の
と
し
て
も
多
用
さ
れ
た
。
明
治
以
降
か
ら
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
も
共
起
し
、
主
に
「
事
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態
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
」
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
る
。 

 
                                        

          

 

一 

「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
、
「
一
九
八
四
年
一
月
一
日
～
一
九
八
五
年
一
月
一
日
、
一
九
九
三
年
一
月
一

日
～
一
九
九
四
年
一
月
一
日
、
二
〇
〇
三
年
一
月
一
日
～
二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
、
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
～
二
〇
一
四
年
一
月
一
日
」

の
間
、
「
お
そ
ら
く(

は)

、
恐
ら
く(

は)

、
オ
ソ
ラ
ク(

ハ)

」
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
六
七
例
が
得
ら
れ
た
。 

二 

「
す
べ
て
動
詞
の
連
体
の
語
末
を
ア
列
音
に
変
じ
て
「
ク
」
を
附
す
る
の
が
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

『
西
大
寺
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』(

一
九
四
二)

一
一
七
頁 

三 

「
お
そ
ろ
ら
く
は
」
の
「
る
」
が
、
上
の
オ
列
音
の
影
響
で
母
音
同
化
を
し
て
「
ロ
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

『
西
大
寺
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』(

一
九
四
二)

一
一
七
頁 

四 

『
日
本
書
記
』
の
古
訓
は
、
現
在
、
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、
平
安
中
期
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
訓
の
有
す
る

諸
特
徴
か
ら
い
っ
て
、
当
時
、
甚
だ
重
要
視
さ
れ
た
歴
史
の
訓
と
し
て
、
上
代
の
古
い
読
み
方
が
、
時
代
を
こ
え
て
忠
実
に
平
安
時

代
ま
で
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。(

大
槻(

二
〇
○
三)

二
四
五
～
二
八
一
頁)

 
 

五 

『
新
全
集
』
「
出
雲
国
風
土
記
」
二
三
八
頁 

六 

『
訓
点
語
辞
典
』(

二
〇
〇
一)

二
四
九
項 

七 

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
41(

岩
波
書
店)

 

八 

『
新
全
集
』
「
仮
名
草
子
集
」
四
六
〇
頁 

九 
 

他
に
『
女
狂
言
之
類
』
「
ど
ん
太
郎
」
（
ど
ん
太
郎
「
お
そ
ら
く
す
ね
を
な
ぐ
事
は
な
る
ま
ひ
」
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
・
二
五
頁)

 

に
も
「
お
そ
ら
く
」
が
一
例
み
ら
れ
る
。 

一
〇

『
新
全
集
』
『
大
系
』
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
か
ら
検
索
し
た
。
全
五
六
例
で
あ
り
、
「
お
そ
ら
く
」
は
一
五
例
、
「
お
そ
ら
く
は
」

は
四
一
例
で
あ
っ
た
。 

一
一 

第
一
章
【
注
一
一
】
参
照 

一
二

「
そ
の
他
」
の
五
二
例
は
「
述
語
の
省
略
、
節
や
句
を
修
飾
す
る
も
の
、
否
定
形
、
解
読
不
可
等
」
を
含
む
。 

一
三

「
お
そ
ら
く
は
」
の
変
形
と
推
定
さ
れ
る
「
お
そ
ら
く
ば
」
形
に
似
た
よ
う
な
変
形
過
程
が
「
も
し
く
は
」
に
も
み
ら
れ
る
。
『
日
国
』
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の
「
も
し
く
は
」
の
項
目
に
「
は
」
を
仮
定
の
「
ば
」
に
誤
っ
て
「
も
し
く
ば
」
と
も
さ
れ
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
「
『
第
一
粗

紡
科
』
だ
と
か
『
後
紡
保
全
科
』
だ
と
か
、
も
し
く
ば
『
第
一
織
部
』
、
『
サ
イ
ズ
』
、
『
ワ
ン
ダ
ー
』
と
い
っ
た
や
う
な
標
札
が

立
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」(

細
井
和
喜
蔵(

一
九
二
五)

一
五
・
四
四
『
女
工
衰
史
』)

と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。 
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第
三
章 

「
た
ぶ
ん
」
に
つ
い
て 

  

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
た
ぶ
ん
」
は
話
し
手
の
推
量
を
表
し
（
『
日
本
語
文
型
辞
典
』
一
九
九
八
：
二
〇
二)

、
文
末
の
推

量
表
現
と
共
起
関
係
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
陳
述
副
詞
の
一
種
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
以
下
の(

一)
(

二)

は
新
聞
記
事
か
ら
取

り
出
し
た
用
例
で
あ
る
一

。 

 (

一)

池
渕
浩
介
（
当
時
ト
ヨ
タ
自
動
車
顧
問
）
は
あ
る
日
、
取
締
役
の
大
野
耐
一
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
１
９
６
０
年
の
入 

 

社
か
ら
２
年
目
の
こ
ろ
で
、
大
野
が
ト
ッ
プ
を
務
め
る
本
社
工
場
に
勤
務
し
て
い
た
。
「
き
ょ
う
か
ら
君
に
か
ん
ば
ん

を
教
え
る
。
し
っ
か
り
や
れ
。
部
長
に
教
え
て
も
い
い
ん
だ
が
、
た
ぶ
ん
泣
く
ほ
ど
つ
ら
い
。
ど
う
せ
泣
く
な
ら
若
い

ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
」
大
野
は
、
池
渕
と
同
年
代
の
若
い
社
員
を
、
社
内
で
１
０
０
人
ほ
ど
選
抜
。
「
大
野
方
式
の
先

兵
」
と
し
て
鍛
え
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
一
月
二
六
日 

朝
刊 

(

二)

〇
〇
〇
さ
ん
（
６３
）
は
地
震
後
、
北
隣
の
山
田
町
か
ら
車
で
自
宅
に
戻
っ
た
。
途
中
、
車
中
か
ら
波
が
押
し
寄
せ
る
の

が
見
え
、
慌
て
て
走
っ
て
逃
げ
た
。
避
難
所
に
な
っ
て
い
た
寺
の
５０-

６０
メ
ー
ト
ル
前
ま
で
津
波
が
迫
っ
て
き
た
た
め
、

近
く
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
３
階
建
て
の
ビ
ル
に
飛
び
込
み
、
階
段
を
屋
上
ま
で
駆
け
登
っ
た
。
２
階
ま
で
土
砂
に

埋
ま
り
、
寺
は
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
自
分
の
前
に
逃
げ
た
人
た
ち
は
、
た
ぶ
ん
の
み
込
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
避
難
所

が
避
難
所
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
一
年
三
月
一
四
日 

朝
刊 
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(

一)
(

二)

を
見
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
あ
る
事
柄
に
対
し
て
推
量
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。(

一)

は
、
当
時
ト
ッ
プ
で

あ
っ
た
大
野
が
入
社
２
年
目
の
社
員
に
か
ん
ば
ん(

ト
ヨ
タ
の
生
産
方
式)

を
教
え
よ
う
と
し
た
。
「
部
長
」
の
代
わ
り
に
「
若

い
社
員
」
に
教
え
る
こ
と
に
し
、
若
い
社
員
が
か
ん
ば
ん
を
学
ぶ
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
つ
ら
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
推
量
さ
れ
る
。(

二)

は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
の
一
部
で
あ
る
。
話
し
手(

語
る
側)

は(

津
波
に
襲
わ
れ
た
当
時
の
こ
と
を

思
い
出
し
な
が
ら)

避
難
所
で
あ
っ
た
寺
は
津
波
に
流
さ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
避
難
し
て
い
た
人
た
ち
は
飲
み
込
ま
れ
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、(

二)

は
副
詞
「
た
ぶ
ん
」
と
文
末
の
推
量
形
「
だ
ろ
う
」
に
共
起
関
係
が
み
ら

れ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
に
対
し
て
ど
う
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
な
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
話
し
手
の
判

断
に
よ
っ
て(

一)

「
つ
ら
く
な
る
」
、
ま
た
は(

二)

「
飲
み
込
ま
れ
る
」
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
量
し
て
い
る
。 

以
下
の<

表
三-

一>

は
副
詞
「
た
ぶ
ん
」(

注
一
参
考)

と
共
起
す
る
文
末
表
現
を
分
類
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。<

表
三-

一>

に
よ
る
と
、
副
詞
「
た
ぶ
ん
」
は
意
志
形
と
の
共
起
は
見
当
た
ら
ず
、
推
量
形
と
断
定
形
が
共
起
し
や
す
い
表
現
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。 

 

<

表
三-

一>
 

副
詞
「
た
ぶ
ん
」
と
文
末
表
現
の
共
起
関
係(

例)
 

     

【
凡
例
】 

※
推
量
形
に
は
「
だ
ろ
う
・
で
し
ょ
う
」
形(

「
だ
ろ
う
と
思
う
」
形(

二
例)
を
含
む)

-

二
一
例
、
「
と
思
う
・
と
考
え
る
」
形(

「
と
思

用
例
数 

文
末
表
現 

四
二 

推
量
形 

一
八 

断
定
形 

五(

否
定
形
：
四
、
願
望
：
一)

 

そ
の
他 
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う
だ
ろ
う
」
形(

一
例)

を
含
む)

-

一
五
例
、
「
で
は
な
い
か
」
形-

三
例
、
「
に
違
い
な
い
」
形-

一
例
、
「
か
も
知
れ
な
い
」
形-

一
例
、
否

定
推
量
形(

「
ま
い
」
形)

-

一
例
が
含
ま
れ
る
。 

※
そ
の
他
の
「
な
い
」
「
ず
」
等
の
否
定
形
が
四
例
、
願
望
に
は
「
よ
う
に
」
形
一
例
が
含
ま
れ
る
。 

 

一
方
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
一:

一
〇
七
九
、
以
下
『
日
国
』
と
称
す
る)

に
よ
る
「
た
ぶ
ん
」
の
初
出

は
、「
大
部
分
、
大
多
数
」
の
意
を
表
す
名
詞
的
な
用
法
と
し
て
、
中
古
の
『
小
右
記
』(

九
九
九
年)

の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

(

三)

上
達
部
多
分
得
ニ

件
題
一

云
々 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
小
右
記
』(

『
日
国
』・
九
九
九
年
頃)

 

 

し
か
し
な
が
ら
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
『
小
右
記
』
の
ほ
か
に
は
、
平
安
時
代
の
資
料
か
ら
は
一
例
も
見
当
た
ら
な
か
っ

た
二

。
た
だ
、
『
大
漢
和
辞
典
』(

三)
(

一
九
九
九:

三
四
二)

の
「
多
」
の
と
こ
ろ
に
「
多
分
」
の
項
目
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
奈

良
時
代
の
作
品
と
し
て
、
唐
の
道
世
が
書
い
た
仏
書
『
諸
経
要
集
』
の
「
我
与
汝
多
分
」
と
い
う
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
表
現
は
、
仏
書
に
多
く
見
え
る
よ
う
で
、
「
汝
示
我
者
、
我
与
汝
多
分
」
（
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
五
十
）
、
「
我
若
殺
得
、

與
汝
多
分
、
我
取
一
分
」
（
『
大
智
度
論
』
巻
第
四
九
）
な
ど
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
多
分
」
は
名
詞
と
し
て
「
多
い
こ
と
。
多

数
」
と
い
う
意
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
漢
語
「
多
分
」
は
も
と
も
と
名
詞
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
「
た
ぶ
ん
」
は
「
多
い
こ
と
、
多
い
部
分
」
を
表
す
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
時
代
と
と
も
に
推
量
の
意
を
表

す
陳
述
副
詞
的
機
能
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
で
は
ど
の
よ
う
な
変
遷

過
程
を
経
て
現
在
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
。
な
お
、
本
章
の
代
表
的
表
記
は
「
た
ぶ
ん
」

と
す
る
。
以
下
で
挙
げ
る
用
例
の
所
在
は
作
品
名
、
依
拠
本
名
、
頁
、
成
立
年
度
を
示
す
。
用
例
を
引
用
す
る
際
、
依
拠
本
の

振
り
仮
名
は
省
略
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。
ま
た
、
漢
字
表
記
は
旧
・
新
字
体
を
併
用
す
る
。 
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第
二
節 

中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
「
た
ぶ
ん
」
の
変
遷
過
程 

 
 

一 

中
世 

 
一
・
一 

中
世
前
期 

 

平
安
時
代
に
お
い
て
「
た
ぶ
ん
」
は
『
日
国
』
に
引
用
す
る
『
小
右
記
』
の
用
例
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代

で
は
名
詞
的
な
も
の
を
中
心
と
し
て
現
れ
る
。
特
に
、
法
語
集
で
あ
る
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』(

一
二
三
五
～
一
二
三
八
年
頃)

に
多
数
見
出
さ
れ
る
。 

 

(

四)

夜
話
云
、
今
、
世
出
世
間
ノ
人
、
多
分
ハ
、
善
事
ヲ
ナ
シ
テ
ハ
カ
マ
ヘ
テ
人
ニ
識
レ
ン
ト
思
ヒ
、
惡
事
ヲ
ナ
シ
テ
ハ
人

ニ
不
被
知
思
フ
。
依
此
内
外
不
相
應
ノ
事
出
來
ル
。 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
十
七(

大
系
・
三
五
三
頁
・
一
二
三
五
～
一
二
三
八
年
頃)

 

(

五)

夜
話
云
、
今
此
國
ノ
人
ハ
、
多
分
或
ハ
行
儀
ニ
ツ
ケ
、
或
ハ
言
語
ニ
ツ
ケ
、
善
惡
是
非
、
世
人
ノ
見
聞
識
知
ヲ
思
フ
テ
、 

其
ノ
事
ヲ
ナ
サ
バ
人
ア
シ
ク
思
ヒ
テ
ン
、
其
ノ
コ
ト
ハ
人
ヨ
シ
ト
思
ヒ
テ
ン
、
内
至
向
後
マ
デ
モ
執
ス
ル
也
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
十(

三
六
七
頁)

 

(

六)

三

又
云
、
學
道
ノ
人
、
多
分
云
、
「
若
其
ノ
事
ヲ
ナ
サ
バ
、
世
人
是
ヲ
謗
ゼ
ン
カ
。
」
ト
。
此
ノ
條
甚
ダ
非
也
。
世
間
ノ

人
、
何
ト
モ
謗
ト
モ
、
佛
祖
ノ
行
履
、
聖
教
ノ
道
理
ニ
テ
ダ
ニ
モ
ア
ラ
バ
、
依
行
ス
ベ
シ
。
世
人
擧
テ
褒
ト
モ
、
不
聖

教
道
理
、
祖
師
モ
不
行
コ
ト
ナ
ラ
バ
、
依
行
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
九(

三
九
一
頁)

 

(

七)

四

又
云
、
世
間
ノ
人
、
多
分
云
、「
學
道
ノ
志
ア
レ
ド
モ
、
世
ノ
ス
エ
也
、
人
ク
ダ
レ
リ
、
我
根
劣
也
。
不
可
堪
如
法
修
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行
。
只
隨
分
ニ
ヤ
ス
キ
ニ
ツ
キ
テ
、
結
縁
ヲ
思
ヒ
、
他
生
ニ
開
悟
ヲ
期
ス
ベ
シ
。
」
ト
。 

 

『
同
右
』
九(

四
〇
六
頁)

 

 (
四)
～(

七)

は
「
世
間
の
人
」(

例(

四)
(

七)
)

、
「
こ
の
国
の
人
」
、
「
学
道
の
人
」
と
い
っ
た
大
集
団
の
中
で
の
大
多
数
を

表
す
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』(

以
下
、『
新
全
集
』
と
称
す
る)

の
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
頭
注
に
、（
四)

は
「
大
き

な
部
分
、
あ
る
い
は
、
大
方
。
『
日
葡
辞
書
』
」(

三
五
三
頁)

 

、(

七)

は
「
多
勢
、
大
部
分
の
も
の
」(

四
三
七
頁)

と
い
う
注

釈
が
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』
（
一
九
八
〇:

六
九
七
）
の
「
大
方
」
は
「
大
部
分
」
を
表
す
名
詞
的
用
法
と
し

て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
章
で
詳
し
く
考
察
す
る
が
、
中
世
前
期
の
「
お
お
か
た
」
に
は
名
詞
性
が
強
く
見
ら
れ
る
も

の
の
、『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
で
は
名
詞
的
用
法
は
見
当
た
ら
ず
、
副
詞
的
用
法
と
し
て
一
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、

同
時
期
の
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
一
二
三
二
年
頃
）
に
は
「
は
」
が
付
く
「
お
お
か
た
は
」
形
を
は
じ
め
、「
大
方
の
御

所
の
御
し
つ
ら
ひ
」（
一
七
頁
）
、「
大
方
の
世
の
騒
ぎ
」（
三
八
頁
）
の
よ
う
に
「
の
」
が
付
く
連
体
修
飾
形
も
見
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
当
時
の
「
お
お
か
た
」
は
「
た
ぶ
ん
」
と
意
味
的
に
似
て
い
る
が
、
機
能
的
に
は
よ
り
発
達
し
て
い
た
と
言
え
る
。 

こ
の(

四)
(

七)

の
注
釈
に
基
づ
く
と
、(
五)

は(

四)

の
よ
う
に
「
た
ぶ
ん
」
の
前
に
く
る
集
団
を
受
け
て
、
「
此
の
国
の
人

の
大
部
分
」
を
表
す
と
類
推
で
き
る
。(

七)
は
「
集
団
、
多
分
云
」
と
い
う
文
構
造
で
、
「
多
勢
、
大
部
分
」
の
意
を
表
す
。

こ
の
構
造
に
似
て
い
る(

六)

も
、
学
道
の
人
と
い
う
集
団
の
多
く(

の
人)

と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
ほ
か
に
も
、
名
詞
的
用
法
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。(

八)

は
仏
教
説
話
集
の
『
妻
鏡
』
の
も
の

で
、
「
神
明
に
依
て
信
施
を
受
る
輩
」
の
「
大
多
数
」
の
こ
と
を
表
す
。
一
方
、(

九)

は
「(

罪
の)

少
分
」
に
対
比
す
る
意
味

で
、
「
罪
の
多
分
」
、
即
ち
、
か
な
り
の
程
度
の
罪
を
表
し
て
い
る
。 

 (

八)

又
神
明
に
依
て
信
施
を
受
る
輩
は
、
多
分
は
蛇
身
を
受
べ
し
。 

 
 

 

『
妻
鏡
』(

大
系
・
一
六
七
頁
・
鎌
倉
後
期)

 

(

九)

罪
多
分
滅
し
て
少
分
有
し
が
、
父
母
千
人
殺
た
る
程
の
大
苦
を
う
く
。 
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『
消
息
文
抄
』(

日
蓮
集
・
大
系
・
四
三
五
頁
・
鎌
倉
時
代)

 

 
以
上
の
「
た
ぶ
ん
」
は
名
詞
に
近
い
も
の
と
し
て
で
あ
る
が
、
副
詞
と
し
て
解
釈
で
き
る
よ
う
な
も
の
も
い
く
つ
か
見
ら
れ

る
。 

 
 

(

一
〇)

雜
話
ノ
次
、
示
ニ
云
、
學
道
ノ
人
、
衣
食
ニ
勞
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
此
國
ハ
邊
地
小
國
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
昔
モ
今

モ
、
顯
密
二
道
二
名
ヲ
得
、
後
代
ニ
モ
人
ニ
知
レ
タ
ル
人
、
イ
マ
ダ
一
人
モ
、
衣
食
ニ
饒
ナ
リ
ト
云
コ
ト
ヲ
聞
カ
ズ
。

皆
貧
ヲ
忍
ビ
、
他
事
ヲ
ワ
ス
レ
テ
、
一
向
其
ノ
道
ヲ
好
ム
時
キ
、
其
ノ
名
ヲ
モ
得
也
。
況
ヤ
學
道
ノ
人
ハ
、
世
度
ヲ

捨
テ
ワ
シ
ラ
ズ
、
何
ト
シ
テ
カ
饒
ナ
ル
ベ
キ
。
大
宋
國
ノ
叢
林
ニ
ハ
、
末
代
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
學
道
ノ
人
、
千
萬

人
ノ
中
ニ
、
或
ハ
遠
方
ヨ
リ
來
リ
、
或
ハ
郷
土
ヨ
リ
出
デ
來
ル
モ
、
多
分
皆
貧
ナ
リ
。
シ
カ
レ
ド
モ
、
愁
ト
セ
。 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
四
（
大
系
・
三
二
〇
頁
・
一
二
三
五
～
三
八
年
頃
） 

(

一
一)

こ
の
巻
に
鳴
呼
が
ま
し
き
事
を
集
む
る
も
、
心
賢
き
道
に
入
れ
と
な
り
。
鳴
呼
が
ま
し
き
事
は
、
一
旦
人
の
咲
ひ
を

招
く
ば
か
り
な
り
。
世
間
の
鳴
呼
が
ま
し
き
こ
と
故
に
、
人
に
軽
し
め
ら
る
る
事
は
、
罪
障
の
除
こ
ほ
る
因
縁
な
り
。

ま
た
、
鳴
呼
の
者
は
多
分
正
直
な
り
。 

 
 

 
 

『
沙
石
集
』
巻
第
八(

新
全
集
・
四
〇
四
頁
・
一
二
八
三
年
頃)

 

(

一
二)

昔
の
時
は
平
か
に
し
て
法
弘
ま
る
。
應
に
戒
を
持
つ
べ
し
、
杖
を
持
つ
こ
と
勿
れ
。
今
の
時
は
嶮
に
し
て
法
翳
る
。

應
に
杖
を
持
つ
べ
し
、
戒
を
持
つ
こ
と
勿
れ
。
今
昔
倶
に
嶮
な
れ
ば
、
應
に
倶
に
杖
を
持
つ
べ
し
。
今
昔
倶
に
平
か

な
れ
ば
、
應
に
倶
に
戒
を
持
つ
べ
し
。
取
捨
宜
し
き
を
得
て
一
向
に
す
べ
か
ら
ず
」
等
云
云
。
汝
が
不
審
を
ば
、
世

間
の
學
者
、
多
分
道
理
と
を
も
う
。
い
か
に
諌
曉
す
れ
ど
も
、
日
蓮
が
弟
子
等
も
此
を
も
ひ
す
て
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
開
目
抄
』(

日
蓮
集
・
新
全
集
・
四
〇
八
頁
・
鎌
倉
時
代)
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以
上
の(

一
〇)

～(

一
二)

の
「
た
ぶ
ん
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
（
皆
）
貧
ナ
リ
」
「
正
直
な
り
」
「
道
理
と
を
も
う
」
と
い
う
述
語

を
修
飾
す
る
。
さ
ら
に(

一
二)

の
場
合
は
現
代
語
と
同
じ
く
文
末
に
推
量
表
現
「
と
思
う
」
と
も
共
起
し
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
現
代
語
訳
で
は
、(

一
〇)

は
「
多
く
の
み
ん
な
貧
で
あ
る
」
、(

一
一)

は
「
愚
か
者
は
総
じ
て
正
直
で
あ

る
」(
『
新
全
集
』
・
四
〇
四
頁)

、(

一
二)

は
「
た
い
て
い
は
道
理
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

「
大
集
団
と
な
る
対
象
の
多
く
」
は
「
貧
で
あ
る
」「
正
直
で
あ
る
」「
道
理
で
あ
る
と
思
う
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
。
構
文
的

に
は
文
中
で
副
詞
的
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
意
味
の
面
に
お
い
て
は
名
詞
性
が
強
く
見
ら
れ
る
も
の
と
扱
わ
れ

る
五

。 

以
上
、
中
世
前
期
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
た
ぶ
ん
」
は
、
調
査
し
た
資
料
の
範
囲
で
は
仏
教
に
関
わ
る
文
献
に
用
例
が
多
い
。

そ
し
て
、
「
限
定
さ
れ
る
範
囲
の
中
で
占
め
る
部
分
が
多
い
、
大
多
数
」
と
い
う
よ
う
な
意
を
表
し
、
名
詞
性
を
強
く
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
機
能
面
に
お
い
て
は
、
不
確
か
な
例
も
多
少
あ
る
も
の
の
、
主
に
名
詞
的
用
法
、
名
詞
性
を
強
く
も
つ
副

詞
的
用
法
も
見
ら
れ
た
。 

 

一
・
二 

中
世
後
期 

 
 

 

中
世
後
期
に
入
っ
て
も
名
詞
性
を
完
全
に
失
っ
た
と
は
言
い
が
た
く
、
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』(

五
九
五
頁)

に
は
「V

o
u
o
i
 

b
u
n
(

多
い
分)

大
き
な
部
分
、
あ
る
い
は
大
方
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。 

管
見
で
は
、
室
町
時
代
の
資
料
に
は
副
詞
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
用
法
が
現
れ
は
じ
め
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、

意
味
や
機
能
の
面
で
も
明
瞭
に
な
る
。
前
時
代
に
は
「
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
の
大
部
分
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
し
て
い
た
が
、

そ
こ
か
ら
事
柄
や
事
態
に
対
し
て
「
そ
の
可
能
性
が
強
い
こ
と
を
判
断
し
て
い
う
。
お
お
か
た
。
多
く
は
。
十
中
八
九
。
大
抵
。
」

（
『
日
国
』
よ
り
）
な
ど
に
相
当
す
る
意
味
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。 
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(

一
三)

一
、
砕
動
風
鬼
の
能
作
。
こ
れ
、
軍
体
の
末
流
の
便
風
な
り
。
こ
れ
は
形
鬼
心
人
な
り
。
か
や
う
の
能
、
多
分
六

、
二
切
れ
の

能
な
り
。
初
め
三
段
、
も
し
く
は
二
段
あ
り
と
も
、
短
か
短
か
と
書
き
て
、
後
の
出
物
、
定
め
て
霊
鬼
な
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
三
道
』
（
能
楽
論
集
・
新
全
集
・
三
六
四
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃
） 

(

一
四)
「 

p
l
æ
r
i
q
u
e
 

〈
略
〉
タ
イ
リ
ャ
ク
、
ヲ
ウ
カ
タ
、t

a
b
u
n
 

（
タ
ブ
ン
）
」 

『
羅
葡
日
辞
書
』(

一
五
九
五
年
頃)

 

  
(

一
三)

は
一
五
世
紀
頃
の
も
の
で
「(

砕
動
風
鬼
の
よ
う
な)

能
の
構
成
は
た
い
て
い
前
場
と
後
場
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い

る
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。(

一
四)

は
『
日
国
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
『
羅
葡
辞
書
』
の
項
目
の
中
に

「
大
略
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
お
り
、(

一
三)

と
同
じ
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
第
五
章
や
第
六
章
で
考
察
を
行
う
「
た

い
て
い
」
や
「
た
い
が
い
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
細
か
い
こ
と
は
気
に
せ
ず
全
体
的
な
こ
と
な
ど
の

概
括
的
な
意
味
を
表
す
。
室
町
時
代
末
期
に
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
「
た
ぶ
ん
」
は
「
多
く
は
」
と
い
う
、
そ
の
可
能
性
が
強

い
さ
ま
を
表
す
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

(

一
五)

多
分
人
は
賢
だ
て
を
し
て
、
し
損
ふ
も
の
ぢ
ゃ
。 

 
 

『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
』（
四
九
四
頁
・
一
五
九
三
年
頃
） 

(

一
六)

人
は
多
分
心
と
言
葉
は
似
ぬ
も
の
で
、
や
や
も
す
れ
ば
、
約
束
を
変
ジ
、
思
は
ぬ
こ
と
を
も
言
ふ
も
の
ぢ
や
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』（
四
九
九
頁
） 

 

た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
は
文
末
が
断
定
形
で
あ
っ
て
、
ま
だ
推
量
形
と
共
起
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。 
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二 

近
世 

 近
世
に
入
る
と
、
陳
述
副
詞
的
性
格
が
現
れ
は
じ
め
る
。
次
の(

一
七)

～(

二
一)

は
い
ず
れ
も
推
量
表
現
「
で
あ
ら
う
／
な

ろ
う
／
し
や
ら
う
／
見
え
ま
せ
う(

例(

二
〇)

(

二
一)

)

」
形
と
共
起
し
て
い
る
。 

 

(

一
七)

ゐ
中
よ
り
初
て
上
り
た
る
人
、
先
せ
い
く
わ
ん
寺
へ
参
り
、
御
前
な
る
か
く
を
見
て
、
さ
て
見
事
な
し
ゆ
せ
き
や
、

か
ひ
た
り
せ
い
の
字
、
願
の
字
の
筆
せ
い
は
、
た
ふ
ん
多
分
、
す
か
う
か
石
す
り
て
あ
ら
ふ
と
ほ
め
た
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』(

古
活
字
八
行
本)

(

噺
・
一
一
六
頁
・
一
六
二
三
年
頃)

 

(

一
八)

小
か
ん
「(

前
略)
わ
し
が
仏
に
受
け
ら
れ
ず
・
願
の
叶
は
ぬ
知
ら
し
め
、
さ
う
し
て
お
い
て
く
だ
さ
ん
せ
・
や
が
て

梅
田
へ
行
く
時
に
、
ど
う
で
い
ら
ね
ば
叶
は
ぬ
と
・
浮
世
を
す
ね
し
言
葉
の
端
・
一
座
の
女
郎
や
、
下
女
、
久
三
、

仕
直
し
に
や
つ
た
ら
ば
・
多
分
晩
の
時
合
に
な
ら
う
・
返
ら
ぬ
事
は
悔
ま
ぬ
も
の
、
言
う
て
返
ら
ぬ

〱
・
言
う
て

な
・
返
ら
ぬ
死
出
の
旅
・
サ
ア
飲
み
か
け
う
と
、
祝
う
て
も
・
定
ま
る
前
世
の
約
束
を
、
逃
れ
ざ
る
こ
お
ぞ
あ
は
れ

な
」 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
』
中
之
巻(

新
全
集
・
二
六
二
頁
・
一
七
〇
九
年
頃)

 

(

一
九)

お
く
に
ハ
よ
き
事
が
有
に
、
と
ぐ
ち
に
ぶ
ら
と
し
て
お
る
物
ハ
、
乞
食
よ
り
外
に
な
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
乞
食
を
し
や

ら
ふ
と
い
ふ
た
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
軽
口
大
わ
ら
ひ
』
第
五
巻 

九(

噺
・
一
一
〇
頁
・
近
世
初
期)

 

(

二
〇)

在
所
へ
と
て
は
帰
る
ま
い
と
・
私
は
申
し
ま
す
・
そ
れ
で
は
親
の
一
分
が
立
た
ぬ
と
・
言
う
て
の
親
子
い
さ
か
ひ
・

多
分
こ
れ
へ
見
え
ま
せ
う
。
私
が
口
の
合
ふ
や
う
に
、
在
所
の
嫁
入
を
お
止
め
な
さ
れ
く
だ
さ
れ
と
・
つ
ど

〱
語

る
下
心 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
今
宮
の
心
中
』
上
之
巻(

新
全
集
・
二
九
七
頁
・
一
七
一
一
年
頃)
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(

二
一)

さ
れ
ば
私
が
父
さ
ま
も
そ
れ
を
い
う
て
淨
閑
が
聞
え
ぬ
。
吝
い
も
事
に
よ
る
。
千
兩
二
千
兩
い
れ
ば
と
て
獨
子
の
命

に
換
ら
る
か
。
欲
を
さ
へ
離
る
れ
ば
つ
い
埒
の
明
く
こ
と
。
口
惜
し
い
此
の
治
部
右
衞
門
浪
人
の
身
で
な
く
ば
と
。

く
い
い
う
て
恨
言
。
多
分
今
日
も
見
え
ま
せ
う
父
さ
ま
の
袖
引
い
て
。
恥
し
め
て
い
は
せ
た
ら
な
ん
ぼ
吝
い
親
仁
さ

ま
も
得
心
な
う
て
な
ん
と
せ
う
。
ア
レ
父
樣
の
聲
が
す
る
。
や
が
て
能
い
こ
と 

聞
か
せ
ま
し
ょ
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
山
崎
與
次
兵
衛
壽
の
門
松
』
中
之
巻(

大
系
・
三
〇
五
頁
・
一
七
一
八
年
頃)

 

 

 
(

一
八)

は
「
（
仕
直
し
を
し
た
な
ら
）
晩
の
時
分
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
推
量
し
て
い
る
。
ま
た(

二
〇)

（
二
一)

は
文
末

に
「
う
／
よ
う
」
形
が
き
て
「
今
日
も
み
え
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
話
し
手
の
推
量
が
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の(

二
二)

の

よ
う
に
疑
問
の
「
か
」
を
伴
う
も
の
も
あ
る
。 

 

(

二
二)

サ
テ
ハ
せ
ん
け
う
お
噂
の
吉
野
へ
ご
さ
つ
た
か
、
登
り
し
ら
ず
の
く
だ
り
み
や
げ
し
や
。
殊
ニ
一
首
を
添
ら
れ
て
か

た
し
け
な
い
。
た
ぶ
ん
供
ハ
わ
が
ミ
ゐ
た
か
。
ハ
イ
。
さ
や
う
で
ご
さ
り
升
。 

『
歳
旦
話
』(

噺
・
四
三
頁
・
一
七
八
三
年
頃
？)

 

  

一
方
、『
狂
言
集
』
に
は
、
可
能
性
が
あ
る
事
態
や
事
柄
に
対
す
る
推
量
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
、（
二
三
）
の
よ
う
な
「
で

あ
ら
う
」
以
外
に
、
「
と
思
う
」
「
存
ず
る
」
と
い
う
文
末
表
現
と
も
共
起
性
が
見
ら
れ
る
例
が
多
数
見
出
さ
れ
る
。 

 

○
「
で
あ
ら
う
」
形 

(

二
三)

出
家
「
は
あ
、
き
た
い
な
、
き
た
い
は
う
に
、
ふ
し
や
う
ば
う
、
ふ
し
や
ば
う
に
、
き
た
ひ
は
う
に
き
た
い
は
う
、

是
も
一
段
よ
ひ
よ
、
い
や
此
川
は
、
し
た
ゝ
か
な
川
じ
や
が
、
の
ぼ
り
に
と
を
ら
ぬ
事
は
有
ま
ひ
が
お
ほ
へ
ぬ
よ
、
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渡
り
瀬
は
ど
こ
も
と
ぞ
し
ら
ぬ
よ
、
渡
り
ぜ
を
と
は
ふ
に
も
渡
り
に
人
も
な
し
、
多
分
此
通
り
で
あ
ら
ふ
、
わ
た
ら

ふ
、
ふ
か
ひ
は
（
川
へ
は
ま
り
、
両
の
そ
で
を
し
ぼ
り
、
何
も
お
と
さ
ぬ
か
し
ら
ぬ
よ
と
云
て
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
出
家
座
頭
類
』「
名
取
川
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
中
・
三
三
一
頁)

 

 

○
「
と
思
う
」
形 

 
(

二
四)

(

主
→
太
郎
冠
者
）
清
水
の
観
世
音
を
し
ん
じ
た
る
故
に
て
も
ご
ざ
ら
ふ
ず
、
又
は
よ
そ
へ
ま
い
つ
て
は
、
又
ま
い
る

事
も
ご
ざ
る
ま
ひ
程
に
、
い
と
ま
ご
ひ
に
ま
い
ら
ふ
（
と
云
て
ま
は
る
と
所
に
て
、
し
う
に
あ
ふ
、
は
じ
が
ゝ
り

へ
に
げ
て
い
る
）
主
「
今
の
は
ぶ
あ
く
め
で
は
な
ひ
か
」
太
郎
冠
者
「
い
や
何
と
も
み
さ
だ
め
ま
せ
な
ん
だ
」
主
「
た

ぶ
ん
ぶ
あ
く
じ
や
と
思
ふ
が
、
わ
ご
り
よ
は
せ
い
ば
い
も
せ
い
で
、
成
敗
し
た
と
云
物
じ
や
あ
ら
ふ
程
に
、
た
ゞ

お
き
ま
ら
す
ま
ひ
」
太
郎
冠
者
「
是
は
い
か
な
事
、
そ
れ
は
か
く
れ
も
な
ひ
事
で
ご
ざ
る
物
が
、
い
つ
わ
り
が
申
さ

れ
う
か
、
慥
に
成
敗
は
致
て
御
ざ
る
が
、
お
目
が
ち
が
ふ
た
物
で
ご
ざ
ら
ふ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
大
名
狂
言
類
』「
ぶ
あ
く
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
上
（
三
一
二
頁)

 

○
「
か
と
思
う
」
形 

(

二
五)

柿
主
「
何
者
ぞ
と
思
ふ
た
れ
は
、
か
た
す
じ
や
よ
、
さ
り
な
が
ら
か
ら
す
な
ら
は
な
か
ふ
ぞ
、
な
か
ず
は
火
と
で
あ

る
事
も
あ
た
ふ
、
人
な
ら
は
に
く
ひ
事
じ
や
が
、
多
分
か
ら
す
か
と
思
ふ
」
（
か
ら
す
の
ま
ね
を
す
る
、
あ
ど
わ
ら

ふ
て
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
鬼
山
伏
狂
言
』「
柿
山
伏
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
上
（
四
一
七
頁)

 

 

○
「
存
ず
る
」
形 

(

二
六)

(

前
略)

山
伏
「
久
々
み
や
こ
を
見
物
い
た
さ
ぬ
が
、
さ
て
〱
に
ぎ
や
か
な
事
か
な
、
家
作
り
な
ど
も
け
つ
こ
う
に
な

つ
た
よ
、
某
せ
が
れ
の
時
の
事
で
ご
ざ
る
程
に
、
し
か
と
所
も
お
ぼ
え
ぬ
が
、
多
分
こ
ゝ
も
と
が
ぞ
ん
ず
る
、
も
の
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申
、
案
内
申
」
太
郎
冠
者
「
あ
ん
あ
い
と
は
た
そ
、
い
や
こ
れ
は
ど
れ
か
ら
ご
ざ
つ
た
ぞ
。
」 

『
鬼
山
伏
狂
言
』「
柿
山
伏
」(

『
同
右
』
上
・
四
一
七
頁)

 

 
話
し
手
が
そ
う
で
は
な
い
か
な
と
推
量
す
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
共
起
関
係
の
一
種
と
扱
っ
て
も
よ
い
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
に
入
る
と
、
推
量
的
意
味
と
共
起
す
る
陳
述
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に

近
世
後
期
に
な
る
と
、
現
代
語
に
お
け
る
「
た
ぶ
ん
―
推
量
表
現
」
の
典
型
的
な
共
起
関
係
と
さ
れ
る
「
だ
ろ
う
」
形
が
見
え

る
に
至
る
。 

 

(

二
七)

芝
居
が
へ
り
の
二
人
づ
れ
、
く
ら
ま
へ
通
り
を
咄
し
な
が
ら
、
ど
う
も
弐
丁
目
ハ
よ
く
大
入
で
ハ
ね
へ
か
。
あ
の
座

組
な
ら
、
今
年
ハ
な
に
を
し
て
も
い
ゝ
。
そ
の
う
へ
作
者
が
河
竹
と
き
て
ゐ
る
か
ら
、
鬼
に
鉄
棒
た
そ
こ
で
又
ゑ
ん

ま
と
鬼
の
浄
る
り
を
出
し
た
の
だ
ら
う
。
し
か
し
あ
り
や
ア
多
分
お
く
ら
だ
ら
う
よ
。
ア
ノ
一
休
さ
ま
が
、
聞
し
よ

り
見
て
お
そ
ろ
し
き
地
ご
く
か
な
、
ト
い
ふ
と
、
音
羽
屋
が
な
ん
と
か
い
つ
た
ツ
け
な
ア 

『
梅
屋
集
』
第
十
六
巻
（
噺
・
二
八
五
頁
・
一
八
六
五
年
頃)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

周
辺
的
な
特
徴
と
し
て
、
次
の(

二
八)

は
世
之
介
が
気
ど
っ
た
女
に
声
を
か
け
る
場
面
で
、
会
話
中
の
特
徴
と
し
て
述
語
が

省
略
さ
れ
た
も
の
で
、
「
た
ぶ
ん
こ
ち
ら
は
筆
屋
殿
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
推
量
表
現
を
省
略
し
て
も
推

量
の
意
と
し
て
解
釈
さ
れ
よ
う
。 

(

二
八)

(

世
之
介
→
女)

世
之
介
、
中
に
も
子
細
ら
し
き
女
に
、「
さ
て
わ
れ

〱
は
何
者
と
み
え
ま
す
」
と
い
ふ
。「
人
間
と
見

ゆ
る
」
と
申
す
。「
そ
れ
は
ふ
る
い
。
商
売
は
」
と
い
ふ
。「
贔
屓
目
か
ら
見
た
て
ま
し
た
。
畳
の
上
で
育
つ
人
ぢ
や
。
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た
ぶ
ん
こ
な
た
は
筆
屋
ど
の
。
そ
な
た
は
張
箱
屋
、
又
は
組
帯
屋
殿
で
あ
る
べ
し
」
と
、
思
案
し
す
ま
し
て
申
す
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
好
色
一
代
男
』
巻
五(

新
全
集
・
一
五
六
～
七
頁
・
一
六
八
三
年
頃)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
近
世
後
期
に
は
用
法
が
拡
大
し
て
お
り
、
次
の
（
二
九
）
は
、
丹
次
郎
に
送
る
書
の
中
に
、「(

懐
妊
し
た
こ
と
を
恥
と
思
っ

て)

世
の
中
か
ら
身
を
捨
て
よ
う
と
す
る
と
い
う
ふ
う
な
文
章
で
あ
る
」
と
い
う
可
能
性
が
強
い
こ
と
を
表
す
用
法
で
、「
お
お

か
た
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
（
三
〇
）
は
「
そ
の
御
殿
に
呼
置
れ
る
」
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場

合
で
あ
る
と
い
う
意
を
表
す
も
の
で
、
「
た
い
て
い
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

(

二
九)

漸
に
月
日
を
過
せ
し
か
ば
、
今
は
こ
の
世
に
亡
人
と
、
あ
き
ら
め
る
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
彼
丹
次
郎
へ
送
り
し
文
に
、

懷
姙
を
恥
て
身
を
隱
す
趣
き
を
書
、
多
分
世
を
捨
る
文
章
な
り
け
る
ゆ
へ
、
家
出
な
し
た
る
そ
の
日
を
ば
命
日
と
定

め
、
追
善
回
向
怠
り
な
く
、
跡
念
ご
ろ
に
吊
ひ
け
る
も
、
近
日
仇
吉
の
行
状
正
し
け
れ
ば
、
他
心
に
て
亡
命
せ
し
に

あ
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
れ
ば
、
殊
に
不
便
と
お
も
ひ
け
り
。 

『
春
色
辰
巳
園
』
四
編 

卷
之
十
二(

大
系
・
四
三
一
頁
・
一
八
三
三
～
三
五
年
頃)

 

(

三
〇)

そ
れ
よ
り
彼
春
心
院
を
多
分
そ
の
御
殿
に
呼
置
れ
て
、
不
自
由
の
な
き
様
に
や
し
な
ひ
た
ま
ひ
ぬ
。 

 

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
四
編(

新
全
集
・
五
四
九
頁
・
一
八
三
六
年
頃)

 

 

と
こ
ろ
で
、
次
の(

三
一)

は
名
詞
的
用
法
で
あ
る
が
、
助
詞
「
の
」
が
つ
い
て
連
体
修
飾
す
る
形
で
用
い
ら
れ
る
例
が
ご
く

僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
。 

 

(

三
一)

家
内
ノ
者
ニ
神
ノ
如
ク
思
ハ
レ
ナ
バ
、
主
人
ノ
法
ト
成
ベ
キ
ニ
、
汝
ゴ
ト
キ
者
ハ
、
必
ズ
内
ニ
テ
ハ
吝
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
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両
親
ハ
是
ヲ
見
テ
、
ア
ノ
細
サ
ニ
テ
ハ
多
分
ノ
金
ハ
遣
フ
マ
ジ
ト
思
ヒ
居
テ
、
津
波
ニ
値
タ
ル
如
ク
、
家
屋
鋪
一
度

ニ
取
ル
ヽ
時
ノ
イ
タ
マ
シ
サ
ヨ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
都
鄙
問
答
』(

大
系
・
四
一
四
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

 (

三
一)
は
「
多
く
の
金
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
形
容
動
詞
の
連
用
形
用
法
と
し
て
「
に
」
が
つ
い
た
「
た
ぶ
ん
に
」

形
が
あ
る
。
（
三
二
）
は
「
た
い
て
い
」
の
意
、
（
三
三
）
は
「
た
く
さ
ん
」
の
意
を
表
す
。 

 

(

三
二)

心
ヲ
合
テ
敵
ヲ
伐
ハ
士
ノ
道
ナ
リ
。
然
ル
ニ
皆
々
不
同
心
ナ
ラ
バ
、
「
大
勢
ニ
ハ
背
カ
レ
ズ
」
ト
云
テ
、
主
君
ノ
敵

ヲ
見
遁
ニ
シ
、
武
士
ノ
道
ヲ
舍
ン
ヤ
。
多
分
ニ
背
ト
云
ト
モ
、
敵
ヲ
打
ハ
士
ノ
道
ナ
リ
。
今
日
ノ
交
モ
斯
ノ
ゴ
ト
シ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
都
鄙
問
答
』(

大
系
・
四
九
二
頁
・
江
戸
中
期)

 

(

三
三)

(

弥
二
→
北
）
弥
二
「
ヲ
イ
水
が
わ
い
た
か
ド
レ
は
い
り
や
せ
う
」
ト
す
ぐ
に
手
ぬ
ぐ
ひ
を
さ
げ
、
ふ
ろ
ば
へ
ゆ
き
て

見
る
に
、
こ
の
は
た
ご
や
の
て
い
し
ゆ
、
か
み
が
た
も
の
と
み
へ
て
、
す
い
ふ
ろ
お
け
は
、
上
が
た
に
は
や
る
五
右

衛
門
風
呂
と
い
ふ
ふ
ろ
な
り
。
左
に
あ
ら
は
す
圖
の
ご
と
く
、
土
を
も
つ
て
か
ま
を
つ
き
た
て
、
そ
の
う
へ
ゝ
、
も

ち
や
の
ど
ら
や
き
を
や
く
ご
と
き
の
、
う
す
ぺ
ら
な
る
な
べ
を
か
け
て
、
そ
れ
に
す
い
ふ
ろ
お
け
を
き
け
、
ま
は
り

を
ゆ
の
も
ら
ぬ
よ
ふ
に
、
し
つ
く
ひ
を
も
つ
て
、
ぬ
り
か
た
め
た
る
風
呂
な
り
。
こ
れ
ゆ
へ
湯
を
わ
か
す
に
、
た
き
ゞ

多
分
に
い
ら
ず
、
り
か
た
だ
い
い
ち
の
す
い
ふ
ろ
な
り
。 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
初
編(

大
系
・
七
二
頁
・
一
八
〇
二
～
九
年
頃)

 

 

ち
な
み
に
、
次
の(

三
四)

の
よ
う
に
、
「
多
分
と
」
の
「
多
分
」
に
「
た
ん
と
」
と
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
た
例
も
見
え
る
。 
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(

三
四)

(

梅
→
も
と)

梅
「
サ
ア
お
ま
へ
の
お
好
な
銀
杏
の
多
分

た

ん

と

と
は
い
つ
た
玉
子
蒸
が
来
た
か
ら
、
沢
山

た

ん

と
お
あ
が
ん
な
さ

い
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
三
編 

巻
之
八(

新
全
集
・
四
九
三
頁
・
一
八
三
六
年
頃)

 

 

「
た
ん
と
」
は
『
近
世
上
方
語
辞
典
』（
一
九
五
五
：
六
八
〇
）
で
は
副
詞
に
分
類
さ
れ
て
い
て
、「
①
た
く
さ
ん
。
ど
っ
さ

り
。
数
量
の
多
い
場
合
に
い
う
。
②
ひ
ど
く
。
た
い
そ
う
。
は
る
か
に
。
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
場
合
に
い
う
。
」
と
い
う
記

述
が
あ
る
。
近
世
の
『
近
松
門
左
衛
門
集
』
『
井
原
西
鶴
集
』
『
洒
落
本
・
人
情
本
・
滑
稽
本
』(

以
上
、
『
新
全
集
』)

で
「
た

ん
と
」
の
用
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
「
た
ん
と
飲
む
」
「
た
ん
と
注
ぐ
」
の
よ
う
に
「
た
ん
と
＋
動
作
動
詞
」
類
、
「
金
／
金
銀

／
男
／
も
の
（
ハ
／
ガ
）
た
ん
と
あ
る
」
の
よ
う
に
「
名
詞
＋
た
ん
と
あ
る
」
類
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
「
多
分
」
は
「
多
い
さ

ま
」
を
表
す
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

以
上
、
「
た
ぶ
ん
」
は
、
中
世
末
期
に
な
る
と
、
事
柄
や
事
態
に
対
し
て
「
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
量
す
る
」
と
い
う
意

味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
世
に
入
る
と
、
推
量
的
な
文
末
表
現
と
も
共
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
次
第
に
陳
述
副

詞
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

  

第
三
節 

明
治
以
降
に
お
け
る
「
た
ぶ
ん
」
と
そ
の
周
辺 

 

近
代
の
「
た
ぶ
ん
」
に
つ
い
て
は
、
「
雑
誌
『
太
陽
』
コ
ー
パ
ス
」
に
収
録
さ
れ
た
作
品
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
作
品
に
見
ら
れ
る
旧
字
体
は
そ
の
ま
ま
載
せ
る
。 

前
代
の
資
料
か
ら
「
た
ぶ
ん
の
金
」(

『
都
鄙
問
答
』)

と
い
う
よ
う
な
連
体
修
飾
の
用
法
は
、
明
治
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
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あ
る
集
団
の
大
多
数
、
多
い
部
分
」
な
ど
を
表
す
名
詞
的
用
法
は
「
た
ぶ
ん
の
名
詞
」
と
い
う
形
と
し
て
多
く
見
え
、
「
た
ぶ

ん
」
と
修
飾
関
係
に
あ
る
名
詞
は
モ
ノ
・
物
質
・
人
物
・
場
所
な
ど
、
対
象
と
な
る
概
念
に
特
に
制
限
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

「
記
性
の
多
分
」「
乗
客
の
多
分
」「
多
分
の
御
禮
」「
多
分
の
時
間
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
名
詞
が
調
査
結
果
か
ら
見
出
さ
れ
る
。

ま
た
、
「
た
ぶ
ん
と
な
る
」
と
い
う
例
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は
「
多
く
な
る
、
多
数
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。 

 (

三
五)

つ
ま
り
技
巧
上
、 

技
藝
上
の
特
殊
的
趣
味
が
、 

益
す
多
分
と
な
つ
た
の
で
、 

こ
は
最
近
文
學
の
一
面
が
、 

特
殊

的
思
想
或
は
感
情
を
分
拆
す
る
と
等
し
く
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
谷
川
天
渓
「
文
芸
時
評
」『
太
陽
』2

号1
9
0
9
 

 

形
容
動
詞
的
用
法
と
し
て
「
た
ぶ
ん
に
」
は
前
代
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
「
た
く
さ
ん
」
の
意
の
形
容
動
詞
的
用

法
の
使
用
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
七

。 

 

(

三
六)

そ
れ
に
氷
を
多
分
に
入
れ
た
る
鹽
水
を
か
け
て
、 

 
 

 
 

季
節
料
理
（
七
月
）「
く
り
や
女
」『
太
陽
』7

号1
8
9
5
 

(

三
七)

人
も
知
る
如
く
、
十
九
世
紀
の
後
半
期
以
後
の
文
藝
に
は
社
會
主
義
的
の
思
想
が
多
分
に
入
つ
て
居
る
し
、 

 

島
村
抱
月
「
進
化
論
の
文
学
上
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」『
太
陽
』8

号1
9
0
9
 

(

三
八)

舊
式
の
官
僚
ぶ
つ
た
態
度
が
見
え
ず
、
新
味
と
情
味
と
を
多
分
に
備
へ
、
難
關
を
巧
み
に
切
つ
て
ぬ
け
る
聰
明
さ
と 

如
才
な
さ
と
が
、
よ
く
窺
は
れ
る
。 

 
 

千
賀
鶴
太
郎
「
日
本
の
欧
州
戦
乱
に
対
す
る
地
位
」『
太
陽
』12

号1
9
2
5
 

 

副
詞
的
用
法
と
し
て
「
た
ぶ
ん
」
と
共
起
す
る
文
末
表
現
に
つ
い
て
分
類
す
る
と
、
左
表
の
通
り
で
あ
る
。 
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<

表
三-

二>
 

推
量
表
現
の
形
式(

例)
 

【
凡
例
】 

※<
表
三-

二>

は
推
量
形
を
文
末
形
式
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。 

※
【
だ
ろ
う
】
系
は
「
で
あ
ろ
う
」
、
「
た
だ
ろ
う
」
形
な
ど
の
類 

※
【
と
思
う
】
系
は
「
だ
ろ
う
／
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
形
な
ど
の
類
。 

※
【
に
ち
が
い
な
い
】
形
に
は
【
に
相
違
な
い
】
形
を
含
む
。 

※
「
そ
の
他
」
に
は
「
『
ら
し
い
』
形
、
『
ま
い
』
形(

三
例)

、
疑
問
、
解
読
不
可
」
な
ど
を
含
む
。 

           

第
一
節
で
現
代
語
に
お
け
る
「
た
ぶ
ん
」
は
主
に
推
量
形
と
断
定
形
と
共
起
す
る
と
述
べ
た
が
、
明
治
期
の
資
料
で
は
、
推

量
形
に
ほ
ぼ
集
中
し
て
い
る
。
共
起
す
る
文
末
形
式
の
主
な
も
の
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。
以
下
、「
た
ぶ
ん
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
だ

合 

計 

そ
の
他 

か
も
し
れ
な
い 

に
ち
が
い
な
い 

【
と
思
う
】
系 

【
だ
ろ
う
】
系 

 
 

五 一 ・ ・ 二 二 

一
八
九
五 

二
七 

二 一 ・ 五 

一
九 

一
九
〇
一 

一
六 

三 ・ ・ 四 九 

一
九
〇
九 

四
三 

三 三 二 

一
二 

二
三 

一
九
一
七 

二
九 

一 一 ・ 九 

一
八 

一
九
二
五 

一
二
〇 

一
〇 

五 二 

三
二 

七
一 

合 

計 
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ろ
う
／
と
思
う
／
に
相
違
な
い
／
か
も
し
れ
な
い
」
形
と
共
起
し
て
い
る
。 

 (
三
九)

君
は
彼
の
男
と
は
頗
る
親
密
だ
つ
た
か
ら
多
分
知
つ
て
居
る
だ
ら
う
。
』 

矢
野
、
と
聞
い
て
、 

 

川
上
眉
山
「
左
巻
（
承
前
）
」『
太
陽
』1

3

号1
9
0
1
 

(

四
〇)
兼
さ
ん
を
味
方
に
し
て
親
父
を
説
附
て
貰
ツ
た
ら
多
分
親
父
も
承
知
を
仕
樣
と
思
ふ
。 

 

条
野
採
菊
「
涙
の
媒
介
」『
太
陽
』6

号1
8
9
5
 

(

四
一)

他
一
二
の
有
力
な
る
内
閣
員
よ
り
、
余
の
當
選
に
付
き
祝
電
に
接
し
た
。
多
分
一
般
の
中
立
無
所
屬
の
當
選
者
も
同

樣
の
祝
電
に
接
し
た
に
相
違
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

林
毅
陸
「
安
定
を
得
ざ
る
政
局
」『
太
陽
』6

号1
9
1
7
 

(

四
二)

證
人
『
判
り
ま
せ
ん
で
す
。
多
分
私
の
申
し
た
こ
と
が
聞
え
な
か
つ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
』 

 
 

 
 

延
原
謙
（
訳
）;

ビ
・
エ
ル
・
フ
ア
ル
ジ
ヤ
（
作
）（
長
篇
探
偵
小
説
）
ハ
ー
ト
の
九 

第
一
回
」『
太
陽
』5

号1
9
25

 

 

ま
た
、
「
そ
の
他
」
の
も
の
で
、
否
定
推
量
の
「
ま
い
」
形
と
も
共
起
性
が
見
ら
れ
る
。 

 (

四
三)

此
所
か
ら
ウ
ソ
タ
ン
ナ
イ
の
事
務
所
へ
出
る
道
は
多
分
あ
る
ま
い
」
と
異
口
同
音
に
云
ふ
た
か
ら
、 

 

福
地
信
世
「
北
海
道
枝
幸
砂
金
地
巡
見
（
接
前
）
」『
太
陽
』2

号1
9
0
1
 

  

以
上
、
明
治
以
降
の
「
た
ぶ
ん
」
は
、
名
詞
・
形
容
動
詞
の
使
用
は
縮
小
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
副
詞
的
用
法
は

引
き
続
き
さ
ま
ざ
ま
な
推
量
表
現
と
共
起
関
係
を
も
ち
、
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。 
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第
四
節 

ま
と
め 

  
以
上
、
本
章
で
は
副
詞
「
た
ぶ
ん
」
を
取
り
上
げ
、
当
初
の
名
詞
的
用
法
か
ら
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
的
用
法
へ
ど

の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
か
、
そ
の
変
遷
過
程
を
考
察
し
た
。
「
た
ぶ
ん
」
は
中
世
前
期
の
資
料
か
ら
は
法
語
書
な
ど
に
偏
っ

て
現
れ
、
「
定
め
ら
れ
た
範
囲
で
多
い
部
分
を
占
め
る
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
名
詞
性
が
強
い
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
中
世
末
期
に
は
副
詞
的
用
法
が
現
れ
、
近
世
に
入
る
と
、
推
量
の
意
を
表
し
て
文
末
表
現
と
も
共
起
関
係
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
、
こ
う
し
て
、
陳
述
副
詞
的
用
法
と
し
て
近
世
以
降
、
今
日
ま
で
活
発
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

                                         

          

 

一

「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
て
、
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
二
〇
一
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
三
ヶ
月
分

の
記
事
か
ら
「
多
分
」
「
た
ぶ
ん
」 
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
全
九
七
例
が
得
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
八
二
例
が
副
詞
と
し
て
用
い
、
残

り
の
一
三
例
は
名
詞
、
あ
る
い
は
形
容
動
詞
、
ま
た
は
慣
用
句
で
あ
っ
た
。 

次
の
用
例(

a)

を
み
る
と
、
「
か
な
り
の
程
度
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
し
、
形
容
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。(

b)

は
慣
用

句
の
用
例
で
あ
る
。 

(

a)
 

名
古
屋
の
よ
う
に
マ
グ
マ
が
噴
き
出
て
く
る
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
。 

 
 

 

「
朝
日
新
聞
」
二
〇
一
一
年
二
月
二
二
日 

朝
刊 

 
(

b)
 

ご
た
ぶ
ん
に
漏
れ
ず
、
こ
こ
も
生
態
系
を
脅
か
す
外
来
種
の
バ
ス
な
ど
の
魚
が
増
え
て
い
る
。 

「
朝
日
新
聞
」
二
〇
一
一
年
二
月
一
〇
日 

朝
刊 

二

『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
う
つ
ぼ
物
語
』『
多
武
峯
少
将
物
語
』『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物

語
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
狭
衣
物
語
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
土
佐
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
和
泉
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』
『
成
尋
阿

闇
梨
母
日
記
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』『
打
聞
集
』『
大
鏡
』『
今
鏡
』
等
の
索
引
類
や
『
大
系
』『
新
全
集
』
を
対
象
と
し
た
。
た
だ
し
、『
大
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鏡
』
で
は
「
他
分
」
の
表
記
で
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
一
例
あ
っ
た
。 

・
「
あ
に
ど
の
（
雅
信
）
は
、
い
と
あ
ま
り
う
る
は
し
く
、
公
事
よ
り
ほ
か
の
こ
と
他
分
に
は
申
さ
せ
給
は
で
、
ゆ
る
き
た
る
所
の
お
は
し

ま
さ
ゞ
り
し
な
り
。
」 

三 

本
研
究
は
形
態
を
第
一
の
分
類
基
準
と
す
る
が
、
各
時
代
に
お
け
る
副
詞
の
性
質
に
よ
っ
て
適
切
な
分
類
基
準
を
立
て
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
「
た
ぶ
ん
」
の
文
脈
的
意
味
を
考
慮
し
て
分
類
し
た
。
序
論
参
照
。 

四 

文
脈
的
意
味
を
考
慮
し
た
上
、
名
詞
的
用
法
に
扱
う
。 

五 

た
だ
し
、(

六)
(

七)
に
お
い
て
も
文
中
で
動
詞
を
修
飾
す
る
こ
と
か
ら
副
詞
的
に
認
め
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

六 

用
例(

一
三)

の
表
記
は
『
新
全
集
』
に
従
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
日
国
』
に
は
「
他
分
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。 

七 

年
度
別
に
形
容
動
詞
的
用
法
の
使
用
を
み
る
と
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・
一
九
〇
九
年
は
各
々
一
例
ず
つ
得
ら
れ
た
の
に
対
し

て
、
一
九
二
五
年
に
は
一
四
例
が
得
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
一
九
二
五
年
の
使
用
数
が
顕
著
に
増
え
た
が
、
こ
れ
だ
け
を
み
て
形
容
動
詞

的
用
法
の
使
用
が
増
え
た
と
は
言
い
が
た
い
。 
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第
四
章 

「
お
お
か
た
」
に
つ
い
て 

  

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
お
お
か
た
」
は
次
の
よ
う
に
、
二
つ
の
意
味
用
法
に
ま
と
め
ら
れ
る
。 

以
下
の(

一)
(

二)

は
「
お
お
か
た
の
」
と
い
う
形
で
名
詞
的
な
用
法
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、(

一)

で
は
「
彼
の
話
の
大
部

分
」
、(

二)

で
は
「
世
間
一
般
の
人
」
で
あ
る
。 

 

(

一)

彼
の
話
は
お
お
か
た
の
と
こ
ろ
は
想
像
が
つ
く
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

九
六
頁 

(

二)
(

後
書
き)

お
お
か
た
の
御
批
判
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
同
右
』 

 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
一:
九
〇
六
、
以
下
『
日
国
』
と
称
す
る
）
に
よ
る
「
お
お
か
た
」
の
最
も
古
い

例
は
『
万
葉
集
』
で
あ
り
、
名
詞
と
し
て
説
明
さ
れ
て
「
事
柄
の
質
、
関
係
、
程
度
な
ど
が
、
特
殊
で
な
く
て
一
般
的
な
こ
と
。

副
詞
的
に
も
用
い
る
。
世
間
一
般
。
普
通
。
並
ひ
と
と
お
り
。
一
般
に
。
一
般
問
題
と
し
て
。
尋
常
に
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
初
出
と
見
ら
れ
る
『
万
葉
集
』
の
用
例
に
つ
い
て
「
普
通
な
ら
恋
し
い
こ
と
な
ど
な
い
は
ず
だ
」
一

と
現
代
語
訳
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
「
お
お
か
た
は
」
は
副
詞
性
が
強
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 (

三)

大
方
は
何
か
も
恋
ひ
む
言
挙
せ
ず
妹
に
寄
り
寝
む
年
は
近
き
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
万
葉
集
』(

『
日
国
』
よ
り)
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こ
の
よ
う
な
副
詞
的
な
用
法
は
現
代
語
に
至
る
ま
で
用
い
ら
れ
つ
づ
け
て
、
次
の(

四)

の
よ
う
に
「
（
試
験
問
題
の
）
五
題

の
中
、
三
題
を
解
け
た
」
と
い
う
条
件
下
に
「(

試
験
に)

受
か
る
」
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
副
詞
的
用
法
と
し
て
も

用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 (

四)

五
題
中
三
題
で
き
た
の
な
ら
お
お
か
た
受
か
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

九
六
頁 

 

ま
た
「
『
茶
漉
』
コ
ー
パ
ス
」
二

の
う
ち
、
『
青
空
文
庫
』
三

の
、
現
代
語
で
書
か
れ
た
小
説
を
対
象
と
し
て
検
索
し
た
結
果
、

「
お
お
か
た
」
は
登
場
人
物
の
会
話
場
面
で
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
文
末
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
主
に
共
起
関
係
を
も
つ
こ
と
、

と
い
う
二
点
が
目
立
っ
て
い
る
。
以
下
に
、
こ
の
二
点
を
満
た
す
例
を
挙
げ
る
。 

 

(

五)

「
近
頃
み
ん
な
お
れ
の
事
を
隠
居
隠
居
っ
て
い
う
が
、
あ
の
男
の
隠
居
主
義
と
来 

た
ら
、
遠
い
昔
か
ら
の
事
で
、
と

う
て
い
お
れ
な
ど
の
及
ぶ
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
な
。
ね
え
、
お
延
、
藤
井
の
叔
父
さ
ん
は
飯
を
食
い
に
来
い
っ

た
ら
、
来
る
か
い
」 

「
そ
り
ゃ
ど
う
だ
か
あ
た
し
に
ゃ
解
ら
な
い
わ
」 

叔
母
は
婉
曲
に
自
己
を
表
現
し
た
。
「
お
お

か
た
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
「
う
ん
、
な
か
な
か
お
い
そ
れ
と
や
っ
て
来
そ
う
も
な
い
ね
。
じ
ゃ
止
す
か
。
」

お
延
は
笑
い
出
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
副
詞
「
お
お
か
た
」
が
陳
述
副
詞
化
さ
れ
て
き
た
変
遷
過
程
を
中
心
に
、
「
お
お
か
た
」
の
意
味
用
法
を
考

察
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
章
の
代
表
的
表
記
は
「
お
お
か
た
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
以
下
で
挙
げ
る
用
例
は
歴
史
仮
名

遣
い
の
「
お
ほ
か
た
」
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
。 

 



91 

 

第
二
節 

中
古
の
「
お
お
か
た
」 

 
 

上
代
の
資
料
に
見
え
る
も
の
の
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
、「
凡
者
」(

『
万
葉
集
』・
『
新
全
集
』・
二
五
三
二
／
二
九
一
三)

が

「
お
ほ
か
た
」
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
ほ
か
に
用
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
四

。 

し
か
し
、
中
古
の
資
料
に
は
多
数
の
用
例
が
得
ら
れ
る
。
使
用
量
の
増
加
に
つ
れ
て
、
物
語
・
日
記
・
和
歌
な
ど
の
仮
名
文

学
に
お
い
て
、
す
で
に
多
様
な
用
法
が
見
ら
れ
る
。
形
態
別
に
「
お
お
か
た
＋α

」
類
、
単
独
の
「
お
お
か
たφ

」
類
に
分
け

て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

「
お
お
か
た
＋α

」
類
に
は
、
連
体
修
飾
・
連
用
修
飾
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
名
詞
的
・
形
容
動
詞
的
用
法
と
称
す
る
も
の

が
含
ま
れ
る
。
「
お
お
か
たφ
」
類
は
単
独
に
現
れ
副
詞
的
機
能
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
古
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
お
お
か

た
」
は
全
体
的
に
名
詞
的
用
法
・
副
詞
的
用
法
が
多
い
が
、
形
容
動
詞
的
用
法
も
散
見
す
る
。 

 

一 

「
お
お
か
た
＋α

」
類 

 

名
詞
的
な
も
の
と
し
て
、
「
お
お
か
た
の
名
詞
」
「
名
詞
の
お
お
か
た
」
形
と
、
名
詞
「
お
お
か
た
」
に
助
詞
「
は
」
「
も
」

な
ど
が
付
く
形
か
ら
見
て
い
き
た
い
。 

 

一
・
一 

名
詞
的
用
法 

 

「
の
」
が
付
い
て
連
体
修
飾
す
る
「
お
お
か
た
の
名
詞
」
「
名
詞
の
お
お
か
た
」
形
の
、
前
後
に
つ
く
名
詞
の
範
囲
は
幅
広

い
。
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
「
お
お
か
た
」
の
性
質
も
異
な
る
。
『
万
葉
集
』
の
用
例
と
同
様
の
「
普
通
・
一
般
的
な
こ
と
」
の
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意
を
表
す
も
の
を
は
じ
め
、
「
限
定
さ
れ
る
範
囲
の
中
で
占
め
る
部
分
が
多
い
」
や
、
細
か
い
こ
と
は
気
に
せ
ず
「
全
体
的
な

こ
と
」
を
表
す
意
味
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。 

 

(

六)
お
ほ
か
た
の
秋
く
る
か
ら
に
わ
が
身
こ
そ
悲
し
き
も
の
と
思
ひ
知
り
ぬ
れ 

 
 
 

『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
四
・
秋
歌
上
・
一
八
五
（
新
全
集
・
九
四
頁
・
九
〇
五
年
頃
） 

(

七)

お
ほ
か
た
の
み
な
あ
れ
に
た
れ
ば
、
「
あ
は
れ
。
」
と
ぞ
ひ
と
い
ふ
。 『

土
佐
日
記
』
（
大
系
・
五
八
頁
・
九
三
五
年
頃
） 

(

八)

さ
し
歩
み
な
ど
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
い
た
う
似
た
ま
へ
る
か
な
と
思
ふ
に
、
大
方
の
儀
式
も
、
こ
れ
に
劣
る
こ
と
あ
ら 

じ
か
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
（
新
全
集
・
二
九
七
頁
・
九
七
四
年
頃
） 

(

九)

お
ほ
か
た
の
心
ざ
ま
聡
く
て
、
琴
な
ど
も
習
は
す
人
あ
ら
ば
、
い
と
よ
く
し
つ
べ
け
れ
ど
、
誰
か
は
教
へ
む
。 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
一
（
新
全
集
・
一
八
頁
・
九
九
〇
頁
） 

(

一
〇)

姫
君
の
御
た
め
を
思
せ
ば
、
お
ほ
か
た
の
作
法
も
、
け
ぢ
め
こ
よ
な
か
ら
ず
、
い
と
も
の
も
の
し
く
も
て
な
さ
せ
た

ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
源
氏
物
語
』
少
女(

新
全
集
・
八
三
頁
・
一
〇
〇
八
年
頃)

 

 

「
お
お
か
た
の
名
詞
」
の
場
合
、
「
お
お
か
た
の
」
の
後
ろ
に
「
こ
と(

事)

」
や
「
世
の(

名
詞)

」
と
い
う
特
定
の
名
詞
が

つ
く
傾
向
が
見
ら
れ
る
。「
こ
と
」
や
「
世
の
（
名
詞
）
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
「
世
間
一
般
的
な
こ
と
」
の
意
を
表
し
、
意

味
が
よ
り
一
般
化
さ
れ
る
。
以
下
の
用
例
は
す
べ
て
日
記
文
学
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

(

一
一)

東
宮
の
す
け
と
い
ひ
つ
る
人
は
、
藏
人
の
頭
な
ど
い
ひ
て
の
ゝ
し
れ
ば
、
か
な
し
び
は
お
ほ
か
た
の
こ
と
に
て
、
お

ほ
ん
よ
ろ
こ
び
と
い
ふ
こ
と
の
み
き
こ
ゆ
。 

 
 

 
 

 
 
 

『
蜻
蛉
日
記
』
上(

大
系
・
一
五
八
頁
・
九
七
四
年
頃)
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(

一
二)

わ
が
身
に
よ
せ
は
侍
ら
ず
、
お
ほ
か
た
の
世
の
あ
り
さ
ま
、
小
少
將
の
君
の
、
い
と
あ
て
に
を
か
し
げ
に
て
、
世
を

う
し
と
思
ひ
し
み
て
ゐ
給
へ
る
を
見
侍
る
な
り
。 

 
 

『
紫
式
部
日
記
』(

大
系
・
四
七
六
頁
・
一
〇
一
〇
年
頃)

 

(
一
三)

つ
れ
づ
れ
な
る
さ
ん
べ
き
人
と
物
語
な
ど
し
て
、
め
で
た
き
こ
と
も
、
を
か
し
く
お
も
し
ろ
き
を
り
を
り
も
、
わ
が

身
は
か
や
う
に
た
ち
ま
じ
り
、
い
た
く
人
に
も
見
知
ら
れ
む
に
も
、
は
ば
か
り
あ
ん
べ
け
れ
ば
、
た
だ
大
方
の
こ
と

に
の
み
聞
き
つ
つ
過
ぐ
す
に
、
内
裏
の
御
供
に
参
り
た
る
を
り
、 

『
更
級
日
記
』
三
（
新
全
集
・
三
三
〇
頁
・
一
〇
六
〇
年
頃
） 

 

以
下
の(

一
四)

～(
一
六)

は
「
お
お
か
た
」
に
助
詞
「
も
」
が
付
く
も
の
で
あ
る
。 

 

(

一
四)

お
ほ
か
た
も
い
と
お
も
し
ろ
う
、
家
も
い
と
を
か
し
う
な
む
あ
り
け
る
。 

『
大
和
物
語
』
百
三
十
七(

新
全
集
・
三
五
四
頁
・
九
五
一
年
頃)

 

(

一
五)

仁
寿
殿
「(

前
略)

ま
こ
と
な
る
に
や
、
御
髪
も
、
御
覧
ぜ
し
よ
り
は
、
袿
に
多
く
あ
ま
り
は
べ
り
、
お
ほ
か
た
も
、

見
る
か
ひ
な
く
は
も
の
し
た
ま
は
ず
」
。 

 
 

『
う
つ
ぼ
物
語
』
蔵
開 

上(

新
全
集
・
三
三
三
頁
・
九
七
八
年
頃)

 

(

一
六)

宮
「(

前
略)

大
方
も
つ
つ
ま
し
き
う
ち
に
、
い
と
ど
ほ
ど
へ
ぬ
る
」
と
ま
め
や
か
に
御
物
語
し
た
ま
ひ
て
、 

『
和
泉
式
部
日
記
』
八(

新
全
集
・
三
二
頁
・
一
〇
〇
七
年
頃)

 

 

助
詞
「
は
」
が
付
く
「
お
お
か
た
は
」
形
で
あ
る
。(

一
九)
の
よ
う
に
文
頭
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 (

一
七)

返
し
、
女
、 

う
か
り
け
る
わ
が
み
な
そ
こ
を
お
ほ
か
た
は
か
か
る
契
り
の
な
か
ら
ま
し
か
ば 
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『
大
和
物
語
』
百
四
十
七(

新
全
集
・
三
七
二
頁
・
九
五
一
年
頃)

 

(
一
八)

お
ほ
か
た
は
い
づ
ち
も
ゆ
か
じ
猿
沢
の
池
の
こ
こ
ろ
も
わ
が
知
ら
な
く
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
平
中
物
語
』
三
十
六
（
新
全
集
・
五
二
九
頁
・
九
六
五
年
頃
） 

(

一
九)
上
野
の
宮
「
お
ほ
か
た
は
、
九
に
あ
た
る
あ
ん
な
り
。
そ
れ
を
さ
し
は
へ
て
い
は
む
」
と
て
、 

『
う
つ
ぼ
物
語
』
藤
原
の
君(

新
全
集
・
一
五
三
頁
・
九
七
八
年
頃)

 

 

一
・
二 
形
容
動
詞
的
用
法 

 

形
容
動
詞
的
用
法
と
し
て
は
「
お
お
か
た
に
」
や
「
お
お
か
た
な
る
」
形
が
現
れ
る
。
意
味
は
「
お
お
か
た
」
の
「
普
通
・

一
般
的
な
こ
と
」「
全
体
的
な
こ
と
」
と
い
っ
た
本
来
の
意
味
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
「
普
通
に
・
一
般
的
に
」「
全
体
的
に
」

な
ど
の
意
を
表
す
。
ま
た
、
こ
の
用
法
は
後
か
ら
現
れ
る
副
詞
的
な
も
の
に
（
文
中
で
の
機
能
な
ど
を
考
慮
し
て
）
近
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
分
け
て
示
す
。
特
に
「
に
」
が
つ
い
て
連
用
修
飾
す
る
「
お
お
か
た
に
」
形
は
、
調
査
し
た

範
囲
で
は
、(

二
〇)

の
よ
う
に
『
平
中
物
語
』
に
初
め
て
見
ら
れ
た
。 

 【
お
お
か
た
に
】 

(

二
〇)

か
の
男
、
い
と
い
た
う
う
ら
み
な
ど
し
け
れ
ば
、
女
い
ひ
た
る
、
「
よ
し
、
な
ほ
お
ほ
か
た
に
て
見
せ
む
。
月
お
も

し
ろ
き
に
」
と
い
へ
ば
、
来
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
平
中
物
語
』(

新
全
集
・
四
六
〇
頁
・
九
六
五
年
頃)

 

(

二
一)

「
人
に
会
ひ
に
ま
か
り
ぬ
る
う
ち
に
、
御
前
に
さ
ぶ
ら
は
む
。
お
ほ
か
た
に
人
な
け
れ
ば
、
お
そ
ろ
し
く
お
は
し
ま 

さ
む
も
の
ぞ
」
と
言
へ
ば
、
な
ほ
は
や
。 

 
 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
一
・
一
五(

新
全
集
・
三
七
頁
・
九
九
〇
年
頃)

 

(

二
二)

宮
よ
り
「
雨
の
つ
れ
づ
れ
は
い
か
に
」
と
て
、
お
ほ
か
た
に
さ
み
だ
る
る
と
や
思
ふ
ら
む
君
恋
ひ
わ
た
る
今
日
の
な
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が
め
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
和
泉
式
部
日
記
』
六(

新
全
集
・
二
八
頁
・
一
〇
〇
七
年
頃)

 
 

 
【
お
お
か
た
な
る
】 

(

二
三)
は
「
普
通
一
般
的
な
も
の
」
を
表
す
一
方
、(

二
四)

は
「(

帝
は)

た
い
そ
う
こ
う
物
思
い
す
る
身
で
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
あ
の
よ
う
な
い
い
か
げ
ん
な
状
態
で
は
扱
わ
な
い
も
の
を
と
」
と
い
う
訳
か
ら
み
て
、
物
思
い
に
対
す
る
程
度
性
が
見
ら

れ
る
。 

 

(

二
三)

五

又
、
こ
の
男
、
お
ほ
か
た
な
る
も
の
か
ら
、
と
き

ぐ
、
お
か
し
き
こ
と
は
言
ひ
け
り
。 

『
平
中
物
語
』
八(

大
系
・
六
二
頁
・
九
六
五
年
頃)

 

(

二
四)

い
と
か
う
物
嘆
か
し
き
身
な
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
る
大
方
な
る
あ
り
さ
ま
に
て
は
見
ざ
ら
ま
し
と
、
さ
す
が
に
、

心
苦
し
う
思
し
や
ら
る
る
所
々
と
も
あ
れ
ど
、 

『
狭
衣
物
語
』
巻
四(

新
全
集
・
三
六
一
頁
・
一
〇
七
～
八
一
年
頃)

 

(

二
五)

そ
の
つ
い
で
に
も
、「
さ
る
人
や
」
と
、
た
だ
．
．
大
方
な
る
や
う
に
て

．
．
．
．
問
ひ
た
ま
ふ
に
、
誰
と
さ
だ
か
に
は
言
は
ね
ど
、

た
だ
世
に
知
ら
ず
う
つ
く
し
き
由
を
語
り
き
こ
ゆ
る
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
同
右
』
巻
三(

七
六
頁)

 

 

（
二
四
）
は
「
通
り
い
っ
ぺ
ん
で
あ
る
さ
ま
」
と
い
う
意
で
、
特
に
着
目
す
べ
き
点
の
な
い
様
子
の
意
、（
二
五
）
の
「
た
だ

大
方
な
る
や
う
」
は
「
た
だ
の
世
間
話
」
と
い
う
意
で
、『
新
全
集
』
に
「
狭
衣
は
、
真
相
を
隠
し
て
、
姫
宮
の
様
子
を
探
る
。
」

(

七
六
頁)

と
い
う
頭
注
が
あ
る
。 

以
上
、
「
お
お
か
た
＋α

」
類
に
よ
る
名
詞
的
用
法
や
形
容
動
詞
的
用
法
を
見
て
き
た
。
形
態
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
意
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味
面
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
事
柄
や
事
態
に
対
し
て
「
普
通
一
般
的
に
～
」
な
ど
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

二 

単
独
で
現
れ
る
「
お
お
か
たφ

」
類 

 
 

「
お
お
か
たφ

」
類
と
し
て
副
詞
的
機
能
を
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

二
・
一
「
概
括
的
」
と
い
う
意
味 

 

そ
も
そ
も
「
お
お
か
た
」
は
名
詞
で
あ
り
、
次
の(

二
六)

は
「
お
お
よ
そ
の
こ
と
が
漏
れ
て
噂
に
な
る
な
ら
。
」(

六
四
頁)

と
現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。 

 (

二
六)

女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を<

つ
ら
し>
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は
む
。 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
一(

新
全
集
・
六
四
頁
・
九
九
〇
年
頃)

 

 

他
方
、
「
お
お
か
た
」
は
上
代
で
す
で
に
副
詞
性
が
強
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
形
容
動
詞
的
な
も
の
も
生

じ
て
い
る
。
そ
れ
が
文
中
で
副
詞
的
な
機
能(

代
表
的
に
連
用
修
飾
な
ど)

を
伴
っ
て
、
「
お
お
か
た
」
が
修
飾
す
る
事
柄
や
事

態
に
対
し
て
「
だ
い
た
い
～
」「
概
略
的
に
～
」
な
ど
、
概
括
的
と
い
う
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
る
。
構
文
的
構
造
を
見
る
と
、

「
お
お
か
たφ

」
類
は
、
（
二
七
）
は
「
男
宮
九
人
、
女
宮
十
人
」
と
い
う
数
量
を
、
（
二
八
）
の
①
も
「
四
五
町
」
ほ
ど
と
い

う
数
量
を
限
定
し
、
②
は
「
な
り
」
を
修
飾
す
る
と
い
う
構
文
に
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
注
釈
や
現
代
語
訳
に
は
、(

二
七)

「
総
じ
て
」(

二
八
頁)

、(

二
八)

①
②
「
お
よ
そ
」(

八
〇
頁)

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
差
が
あ
る
も
の
の
、
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「
大
ま
か
な
さ
ま
」
を
表
し
て
い
る
。 

 

(
二
七)

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
、
お
ほ
か
た
男
宮
九
人
、
女
宮
十
人
ぞ
お
は
し
け
る
。 

『
栄
花
物
語
』
巻
第
一(

新
全
集
・
二
八
頁
・
一
〇
九
二
年
頃)

 

(

二
八)
①
お
ほ
か
た
そ
の
あ
た
り
の
人
々
の
家
残
り
な
く
四
五
町
が
ほ
ど
焼
け
ぬ
れ
ば
、
さ
し
す
ぎ
法
興
院
も
焼
け
ぬ
。(

中

略)
な
ほ
さ
べ
き
な
め
り
け
り
と
思
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
に
、
こ
の
殿
の
山
、
中
島
な
ど
の
大
木
ど
も
、
松
の
蔦
か
か

り
て
い
み
じ
か
り
つ
る
な
ど
、
②
お
ほ
か
た
一
木
残
ら
ず
な
り
ぬ
。 

 
 

『
同
右
』
巻
第
十
二(

七
九
～
八
〇
頁)

 

  

以
上
、
副
詞
的
用
法
の
「
概
括
的
」
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
見
た
が
、
こ
れ
に
陳
述
性
が
加
わ
っ
て
、
さ
ら
に
新
し
い
意
味

用
法
が
現
れ
る
。
次
は
「
お
お
か
た
」
と
陳
述
性
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

二
・
二 

文
末
表
現
と
の
共
起
関
係 

 

中
古
の
「
お
お
か
た
」
に
文
末
の
推
量
形
と
共
起
関
係
が
初
め
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
起
関
係
は
、
調
査
し
た
範
囲
で

は
、
平
安
中
期
頃
成
立
の
『
源
氏
物
語
』
に
「
お
お
か
た
」
が
「
べ
し
」
形
と
結
び
つ
き
、
推
量
の
意
味
を
表
し
た
例
が
最
も

古
い
。「
お
お
か
た
―
推
量
表
現
」
と
い
う
結
び
つ
き
は
、
こ
の
他
に
も
同
作
品
で
い
く
つ
か
見
え
る
六

。(

二
九)

は
隠
さ
れ
て

い
る
顔
を
推
量
す
る
場
面
で
、
「
た
ぶ
ん
お
そ
ろ
し
く
長
い
で
あ
ろ
う
」
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
概
括
的
な
意
味
に
推
量
の

文
末
表
現
が
加
わ
っ
て
、
事
態
や
事
柄
に
対
し
て
話
し
手
が
推
量
す
る
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 (

二
九)

色
は
雪
は
づ
か
し
く
白
う
て
、
さ
青
に
、
額
つ
き
こ
よ
な
う
は
れ
た
る
に
、
な
ほ
下
が
ち
な
る
面
や
う
は
、
お
ほ
か
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た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
長
き
な
る
べ
し
。 

 
 
 
 

『
源
氏
物
語
』
末
摘
花(

新
全
集
・
二
九
三
頁
・
一
〇
〇
八
年
頃)

 

(
三
〇)

お
ほ
か
た
、
子
の
少
な
く
て
、
心
も
と
な
き
な
め
り
か
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』
常
夏(

二
三
七
頁)

 

(
三
一)

大
臣
も
驚
き
て
参
り
た
ま
へ
る
を
御
覧
ず
る
に
つ
け
て
も
、(

中
略)

お
ほ
か
た
故
宮
の
御
事
を
干
る
世
な
く
思
し
め

し
た
る
こ
ろ
な
れ
ば
な
め
り
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
同
右
』
薄
雲(

四
五
三
頁)

 

 

ま
た
、『
狭
衣
物
語
』(

一
〇
六
九
年
頃)

に
も
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。
以
下
の(

三
二)

は
「
お
ほ
か
た
」
と
推
量
形
「
め

り
」
が
対
応
し
、
父
上
が
自
分(

狭
衣)

の
こ
と
を
「
こ
の
世(

憂
き
世)

に
生
き
て
い
る
な
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
七

と
解
釈

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
狭
衣
は
父
上
が
自
分
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
を
推
量
し
て
い
る
。 

 

(

三
二)

あ
ら
ぬ
所
と
、
思
し
慰
め
さ
せ
た
ま
ひ
し
一
条
の
宮
に
も
、
若
宮
の
お
は
せ
ね
ば
、
隠
れ
所
な
く
て
、
殿
が
ち
に
お

は
す
る
も
、
び
ん
な
き
事
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
大
方
世
に
な
あ
り
そ
と
な
め
り
と
、
む
つ
か
し
け
れ
ば
、
斎
院
に

参
り
て
、
隠
れ
ゐ
た
ま
へ
り
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

『
狭
衣
物
語
』
巻
三(

新
全
集
・
一
三
六
頁
・
一
〇
六
九
年
頃)

 

 

推
量
形
と
の
共
起
関
係
よ
り
少
し
遅
れ
て
平
安
後
期
に
否
定
形
と
共
起
す
る
も
の
も
現
れ
る
。
「
お
お
か
た
」
は
細
か
い
部

分
は
気
に
せ
ず
、
概
括
的
な
意
味
を
表
す
が
、
そ
れ
が
否
定
の
語
を
伴
う
こ
と
で
、
事
柄
や
事
態
な
ど
が
全
面
否
定
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
ま
っ
た
く
／
ほ
と
ん
ど
～
な
い
」
と
い
う
意
を
表
す
。
こ
れ
は
、
事
態
を
全
面
に
否
定
す
る
こ
と
で
、

敢
え
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
下
の(

三
三)

～(

三
七)

で
は
、
い
ず
れ
の
「
お
お
か
た
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
鳥
の
音
お
と
づ
れ
る
」「
何
と
覚
ゆ
」「
息
す
」

「
目
見
ゆ
」
「
申
し
尽
く
す
べ
き
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
全
面
否
定
し
て
い
る
。 
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(

三
三)

春
の
日
の
暮
ら
し
が
た
さ
は
都
だ
に
あ
る
を
、
ま
こ
と
に
お
ほ
か
た
、
鳥
の
音
だ
に
お
と
づ
れ
も
せ
ず
、
花
の
梢
も

霞
の
た
た
ず
ま
ひ
も
、
世
に
知
ら
ず
心
細
き
を
な
が
め
給
へ
る
、 

『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
第
三(

新
全
集
・
二
一
四
頁
・
一
〇
五
六
年
頃)

 

(

三
四)
水
の
沫
な
ど
の
や
う
に
消
え
入
り
ぬ
べ
き
を
、
い
と
わ
び
し
く
せ
む
か
た
な
く
お
ぼ
し
ま
ど
は
れ
て
、
よ
ろ
づ
に
言

ひ
な
ぐ
さ
め
、
い
み
じ
き
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
言
の
葉
を
尽
く
し
て
見
せ
知
ら
せ
給
へ
ど
、
お
ほ
か
た
何
と
も
お
ぼ
え

ず
、
聞
き
入
る
る
さ
ま
も
な
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
巻
第
五(

新
全
集
・
四
〇
六
頁)

 

(

三
五)

局
よ
り
、
い
そ
ぎ
た
る
け
し
き
に
て
、
「
き
と
お
は
し
ま
せ
。
三
位
殿
、
絶
え
入
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
い
ひ
て
、
引

き
放
け
て
、
ゐ
て
去
ぬ
。
ま
こ
と
に
、
亡
き
人
の
や
う
に
て
お
ほ
か
た
息
も
せ
ず
。
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
集
ま
り

て
、
か
き
の
せ
て
ゐ
て
去
ぬ
。 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
上(

新
全
集
・
四
二
五
頁
・
一
一
〇
九
年
頃)

 

(

三
六)

お
ほ
か
た
目
も
見
え
ず
、
は
ぢ
が
ま
し
さ
の
み
よ
に
心
憂
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
は
か
ば
か
し
く
見
え
さ
せ
た
ま
は
ず
。 

『
同
右
』
下(

四
三
九
頁)

 

(

三
七)

お
ほ
か
た
申
し
尽
く
す
べ
き
な
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
大
鏡
』(

新
全
集
・
三
七
七
頁
・
一
一
二
〇
年
頃)

 

 

な
お
、
形
容
詞
を
修
飾
し
て
程
度
性
を
表
す
も
の
も
見
え
る
。「
お
そ
ろ
し
」
に
対
し
て
の
程
度
さ
を
表
し
、「
た
い
そ
う
お

そ
ろ
し
い
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。 

 (

三
八)

お
ほ
か
た
お
そ
ろ
し
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
枕
草
子
』
一
四
七(

新
全
集
・
二
七
四
頁
・
一
〇
〇
一
年
頃)

 

 

以
上
、
中
古
の
資
料
に
お
け
る
「
お
お
か
た
」
を
形
態
別
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
を
中
心
に
見
て
き
た
。
既
に
多
様
な

用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
お
お
か
た
」
に
助
詞
な
ど
が
つ
い
て
名
詞
や
形
容
動
詞
の
用
法
と
な
る
も
の
、
副
詞
と
し
て
用
い
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ら
れ
る
も
の
が
見
え
る
。
そ
の
副
詞
的
用
法
の
う
ち
、
平
安
中
期
以
降
推
量
形
や
否
定
形
と
の
共
起
関
係
が
現
れ
は
じ
め
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
共
起
関
係
は
本
論
で
対
象
と
し
た
他
の
副
詞
に
比
べ
て
最
も
古
く
生
じ
た
も
の
で
あ

る
。 

  

第
三
節 
中
世
の
「
お
お
か
た
」 

 

「
お
お
か
た
」
は
平
安
時
代
に
名
詞
的
用
法
を
中
心
に
形
容
動
詞
的
な
も
の
や
副
詞
的
な
も
の
が
派
生
し
た
。
中
世
に
入
る

と
、
意
味
や
用
法
の
面
で
は
変
化
が
な
い
も
の
の
、
そ
の
機
能
を
強
め
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
。
目
立
つ
の
は
、
「
お
お
か
た

の
」
が
か
か
る
名
詞
句
を
「
ば
か
り
・
だ
に
」
な
ど
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
表
現
、「
お
お
か
た
に
」
を
「
た
だ
」
が
修
飾
し
、

強
調
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

(

三
九)

わ
が
御
身
は
限
り
あ
る
御
身
な
れ
ば
尋
ね
求
む
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
人
は
た
だ
大
方
の
世
の
響
き
ば
か
り

．
．
．
こ
そ
歩
く

め
れ
、
ま
こ
と
に
心
に
入
れ
て
尋
ね
ぬ
に
こ
そ
あ
め
れ
、 

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
巻
第
三(

新
全
集
・
三
四
一
頁
・
一
一
八
〇
年
頃)

 

(

四
〇)

た
だ
大
方
の
春
だ
に
．
．
も
、
暮
れ
行
く
空
は
物
う
き
に
、
況
や
今
日
を
か
ぎ
り
の
事
な
れ
ば
、
さ
こ
そ
は
心
ぼ
そ
か
り

け
め
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
平
家
物
語
』（
新
全
集
・
三
一
二
頁
・
一
二
一
九
年
頃
） 

(

四
一)

豊
成
聞
こ
し
召
し
、
「
継
子
、
継
母
の
習
ひ
ぞ
」
と
、
た
だ
．
．
大
方
に
思
ひ
給
へ
り
。 

『
中
将
姫
本
地
』(

室
町
物
語
草
子
集
・
新
全
集
・
四
〇
一
頁
・
南
北
朝
以
降)
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さ
て
、
中
世
の
資
料
の
、
単
独
に
現
れ
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
「
お
お
か
た
φ
」
類
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
「
お
お
か
た
」

と
文
末
表
現
の
共
起
関
係
に
注
目
し
て
み
る
と
、
推
量
形
や
否
定
形
と
の
共
起
関
係
が
見
ら
れ
る
。 

推
量
形
と
の
結
び
つ
き
は
、
主
に
「
お
お
か
た
―
べ
し
」
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
、
否
定
形
は
助
動
詞
「
ず
」
ま
た
は
形
容

詞
「
な
し
」
な
ど
と
共
起
し
、
全
面
否
定
の
意
を
表
す
。(

四
二)

～(

四
五)

は
推
量
形
と
共
起
す
る
も
の
、(

四
六)

～(

四
九)

は
否
定
形
と
共
起
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

【
推
量
表
現
と
の
共
起
】 

(

四
二)

お
ほ
か
た
、
う
ち
あ
ら
む
人
も
情
を
先
と
す
べ
し
。 『

十
訓
抄
』
上
・
一
ノ
四(

新
全
集
・
三
〇
頁
・
一
二
五
二
年
頃)

 

(

四
三)

こ
れ
体
な
る
能
の
風
体
、
大
か
た
物
狂
と
同
じ
見
風
の
気
色
な
る
べ
し
。 

『
三
道
』(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
三
六
四
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃)

 

(

四
四)

ま
た
、
百
万
・
山
姥
な
ど
と
申
し
た
る
は
、
曲
舞
舞
ひ
の
芸
風
な
れ
ば
、
大
か
た
易
か
る
べ
し
。 

『
同
右
』(

三
六
〇
頁)

 

(

四
五)

こ
の
頃
よ
り
は
、
能
の
手
立
、
大
か
た
変
る
べ
し
。 

 

『
風
姿
花
伝
』(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
二
一
六
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃)

 

 
 

【
否
定
表
現
と
の
共
起
】 

(

四
六)

次
の
年
の
九
十
月
に
も
な
り
ぬ
る
に
、
さ
き
ざ
き
出
で
来
る
程
な
れ
ば
、
山
に
入
り
て
茸
を
求
む
る
に
、
す
べ
て
蔬

大
方
見
え
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
第
一(

新
全
集
・
二
七
頁
・
一
二
二
一
年
頃)

 

(

四
七)

「
お
ほ
か
た
、
か
ば
か
り
の
見
物
候
は
ず
。
」 
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『
十
訓
抄
』
中 

第
七
・
七
ノ
三
十
一(

新
全
集
・
三
四
四
頁
・
一
二
五
二
年
頃)

 

(
四
八)

灸
治
い
ま
だ
快
か
ら
ず
侍
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
の
御
奉
行
に
て
候
へ
ば
、
助
け
参
る
べ
き
由
を
申
し
ぬ
。
大
方
人
数

参
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

『
春
の
深
山
路
』
五
月(

中
世
日
記
紀
行
集
・
新
全
集
・
三
三
九
頁
・
一
二
八
一
年
頃)

 

(

四
九)
は
や
く
跡
な
き
事
に
は
あ
ら
ざ
め
り
と
て
、
人
を
遺
り
て
見
す
る
に
、
お
ほ
か
た
逢
へ
る
者
な
し
。 

『
徒
然
草
』
上 

第
五
〇
段(

新
全
集
・
一
二
一
頁
・
一
三
三
一
年
頃)

 

 

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
の
資
料
に
お
け
る
「
お
お
か
た
」
に
は
、
前
代
に
引
き
続
き
推
量
形
と
否
定
形
と
の
共
起
関
係
が
見

ら
れ
る
。
「
お
お
か
た
」
の
陳
述
性
は
、
中
古
か
ら
現
れ
、
中
世
の
過
渡
的
な
段
階
を
経
て
、
近
世
に
な
っ
て
共
起
関
係
を
さ

ら
に
強
め
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
次
に
、
そ
の
近
世
の
「
お
お
か
た
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。 

  

第
四
節 

近
世
の
「
お
お
か
た
」 

 

近
世
初
期
の
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』
（
一
九
八
〇:
六
九
七
）
の
「
お
お
か
た
」
の
項
に
は
名
詞
的
用
法
と
し
て
「
大
部
分
」

と
記
述
さ
れ
、
「C
o
r
e
 
v
Ô
c
a
t
a
n
o
 
c
o
t
o
d
e
u
a
 
n
a
i
.
(

こ
れ
大
方
の
事
で
は
な
い)

」
と
い
う
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。
次
に
は
、

ま
ず
副
詞
的
用
法
と
し
て
単
独
の
「
お
お
か
た
φ
」
類
の
例
を
示
す
。 

 (

五
〇)

「
本
復
の
時
ま
で
相
待
ち
て
、
こ
の
事
を
語
る
べ
し
」
と
、
か
ひ
な
き
命
を
つ
な
ぎ
、
世
間
へ
病
中
と
申
し
な
し
、

外
科
の
上
手
、
諸
内
玄
庵
を
内
証
に
て
頼
み
、
神
文
の
上
に
て
養
生
し
て
、
疵
も
大
方
な
ほ
り
ぬ
。 

『
武
道
伝
来
記
』
三
・
巻
二(

新
全
集
・
一
一
〇
頁
・
一
六
八
七
年
頃)
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(

五
〇
）
は
「
だ
い
た
い
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
近
世
に
お
い
て
は
陳
述
副
詞
的
性
格
が
色
濃
く
な
り
、
特
に
、

近
世
後
期
に
な
る
と
共
起
す
る
推
量
表
現
が
前
代
に
比
べ
て
多
様
に
な
る
。
否
定
形
と
推
量
形
と
の
共
起
を
中
心
と
し
て
、
以

下
に
分
類
し
て
示
す
。 

 【
否
定
表
現
と
の
共
起
】 

(

五
一)

今
ほ
ど
世
間
に
て
、
『
あ
の
人
は
万
事
へ
つ
ら
ひ
な
く
無
欲
な
る
賢
人
か
な
』
と
ほ
む
る
、
そ
の
人
柄
を
見
れ
ば
、

大
方
み
な
礼
義
を
も
知
ら
ず
、
よ
ろ
づ
ふ
つ
つ
か
な
る
緩
怠
を
い
た
し
、
き
は
め
て
人
前
に
慮
外
を
は
た
ら
き
、
わ

が
言
ひ
た
き
ま
ま
に
物
言
ひ
ち
ら
し
、
人
を
何
と
も
思
は
ぬ
あ
ぶ
れ
者
な
り
。 

『
浮
世
物
語
』
巻
第
三(

新
全
集
・
一
五
三
頁
・
一
六
五
九
～
六
六
年
頃)

 

(

五
二)

草
取
り
肥
し
に
大
抵
や
、
大
方
骨
が
折
れ
る
事
ぢ
や
な
い
な
う 

『
碁
太
平
記
白
石
噺
』
巻
四(

新
全
集
・
五
〇
九
頁
・
一
七
八
〇
年
頃)

 

(

五
三)

今
の
歌
人
は
、
大
方
雅
言
の
ま
こ
と
の
味
を
知
る
こ
と
な
く
、
た
だ
う
は
べ
ば
か
り
の
一
わ
た
り
を
心
得
ゐ
て
上
な

き
こ
と
と
思
ふ
ゆ
ゑ
に
、
大
き
に
古
歌
の
趣
と
違
ひ
て
、
深
き
味
を
失
へ
る
こ
と
多
し
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
三
五
二
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

 

【
推
量
表
現
と
の
共
起
】 

◯
「
べ
し
」
形 

(

五
四)

「
今
更
馴
れ

く
し
く
御
入
り
候
へ
ど
も
、
た
へ
か
ね
て
申
し
ま
ゐ
ら
せ
候
。
大
方
目
つ
き
に
て
も
御
合
点
あ
る
べ

し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
好
色
一
代
男
』
巻
一(

新
全
集
・
二
四
頁
・
一
六
八
二
年
頃)
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(

五
五)

こ
れ
の
み
平
生
思
ひ
や
り
、
「
伊
勢
が
心
は
歌
の
読
み
方
に
て
大
方
か
く
あ
る
べ
し
。
」 

 

『
新
可
笑
記
』
四(

新
全
集
・
五
七
六
頁 

・
一
六
八
八
年
頃)

 

(
五
六)

王
勃
ガ
、
「
朱
簾
暮
捲
西
山
雨
」
ト
イ
ヘ
ル
モ
、
他
人
是
ヲ
作
ラ
バ
、
朱
簾
暮
ニ
過
ト
カ
、
暮
望
ト
カ
、
甚
卑
劣
ニ

シ
テ
ハ
、
「
捲
簾
暮
望
西
山
雨
」
ナ
ン
ド
、
大
方
如
此
ナ
ル
ベ
シ
。 

『
詩
学
逢
原
』
巻
之
下(

大
系
・
二
五
五
頁
・
一
七
九
六
年
頃)

 

 

◯
「
と
思
う
」
形 

(

五
七)

大
方
天
下
茶
屋
あ
た
り
で
慥
に
駄
々
け
ふ
と
思
ふ
て
。『
夏
祭
浪
花
鑑
』
第
三(

大
系
・
二
二
一
頁
・
一
七
四
五
年
頃)

 

(

五
八)

す
り
や
与
茂
作
を
殺
し
た
も
・
大
方
同
じ
奴
と
思
は
る
ゝ
・
見
れ
ば
数
か
所
の
刀
疵
・ 

『
碁
太
平
記
白
石
噺
』
第
四(

新
全
集
・
五
一
八
頁
・
一
七
八
〇
年
頃)

 

(

五
九)

(

彌
五
→
大
学)

大
学
「
は
て
コ
リ
ャ
、
〔
ト
和
尚
が
方
へ
こ
な
し
有
て
、
〕
イ
ヤ
サ
、
大
方
上
方
へ
高
飛
ひ
ろ
い
だ
と 

思
は
る
ゝ
わ
い
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

『
韓
人
漢
文
手
管
始
』(

大
系
・
四
〇
二
頁
・
一
七
八
九
年
頃)

 

 
 ◯

「
で
あ
ろ
う
／
だ
ろ
う
」
形 

(

六
〇)

 

傳
七
「
言
ひ
さ
へ
す
れ
ば
助
け
て
や
る
。
」
ト
皆
々
を
突
放
す
。
胴
八
「
こ
り
ゃ
、
其
二
品
の
。
」
萬
平
「
有
所
は

か
う
。
」
ト
兩
人
兩
方
ゟ
切
掛
る
を
、
傳
七
「
は
て
、
合
点
の
惡
い
。
金
が
欲
し
け
り
ゃ
何
ぼ
う
成
と
や
ら
ふ
。
」

ト
立
廻
り
。
大
作
「
イ
ヤ
、
金
は
う
ぬ
に
や
ら
ふ
。
」
ト
切
掛
る
。
立
廻
り
に
て
、
傳
七
「
大
方
我
が
知
っ
て
い
る

で
有
ふ
。
こ
り
ゃ
、
言
ふ
て
呉
い
や
い
。
」
大
作
「
知
ら
ぬ
わ
い
。
」
傳
七
「
宗
九
郎
が
方
に
有
ふ
が
な
。
」 

『
韓
人
漢
文
手
管
始
』(

大
系
・
三
三
六
頁
・
一
七
八
九
年
頃)

 

(

六
一)

(

さ
る
市
→
犬
市)

さ
る
市
「
イ
ヤ
ふ
と
い
や
つ
ら
で
あ
つ
た
。
ち
や
ん
と
お
れ
に
お
ぶ
さ
り
や
ア
が
つ
て
。
其
代
水
を
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く
ら
や
ア
が
つ
た
時
は
、
た
す
け
て
く
れ
ろ
と
、
か
な
し
い
お
と
ぼ
ね
を
出
し
お
つ
た
。
な
ん
で
も
か
す
り
を
と
る

事
ば
か
り
、
心
が
け
て
ゐ
る
や
つ
だ
か
ら
、
お
ほ
か
た
あ
い
つ
は
、
ご
ま
の
灰
だ
ろ
ふ
よ 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
下(

大
系
・
一
六
〇
頁
・
一
八
〇
二
年
頃)

 
 

(

六
二)
「
そ
り
や
は
ア
易
い
こ
ん
だ
が
、
火
鉢
ハ
こ
の
頃
疝
気
が
お
こ
つ
て
、
あ
る
く
事
が
で
き
ま
し
ね
へ
」
「
ヤ
ア
そ
り

や
大
へ
ん
。
こ
ゝ
の
内
の
火
鉢
ハ
、
大
方
、
狸
か
狐
の
化
た
の
だ
ら
う
。 

 

『
古
今
秀
句
落
し
噺
』(

噺
・
一
〇
三
頁
・
一
八
四
四
年
頃)

 

 

◯
「
だ
ろ
う
と
思
う
」
形 

(

六
三)

つ
い
ぞ
な
い
三
助
め
が
握
り
飯
を
投
た
に
よ
つ
て
、
お
ゥ
れ
ン
も
怪
し
い
と
は
ァ
思
つ
て
ナ
、
お
ほ
か
た
打
だ
ら
う

と
思
つ
て
ナ
、
用
心
し
て
ゐ
た
が
の
ゥ
、
棒
を
後
手
で
隠
し
て
ゐ
る
様
子
も
見
え
ず
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
柳
髪
新
話 

浮
世
床
』
二
編 

巻
之
上(

新
全
集
・
三
一
八
頁
・
一
八
一
四
年
頃)

 

(

六
四)

自
ら
馬
に
乗
て
ト
い
ふ
か
ら
、
お
ほ
か
た
馬
士
と
い
ふ
字
だ
ら
う
と
お
も
へ
ば
、
先
陸
の
ト
仮
名
が
付
居
る
ス
。 

 
 

 
 

 
 

『
同
右
』
二
編 

巻
之
上(

三
五
〇
頁)

 

 

◯
「
に
違
い
な
い
」
形 

(

六
五)

さ
り
な
が
ら
、
こ
ゝ
よ
り
外
に
家
は
な
し
・
大
方
こ
の
内
へ
は
ひ
つ
た
に
違
ひ
は
な
い
・
エ
ヽ
誰
ぞ
来
よ
か
し
・
問

ひ
た
や
と
見
や
る
先
よ
り
・ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
第
四(

新
全
集
・
四
四
一
頁
・
一
七
七
一
年
頃)

 
 
 

 

◯
「
ま
じ
」
形 

(

六
六)

「
一
分
の
立
た
ぬ
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
相
手
取
る
ま
で
も
な
し
」
と
、
自
害
を
先
づ
差
し
止
め
、
後
に
乗
り
た
る
侍
の
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申
せ
し
は
、
「
こ
の
刀
の
あ
り
所
、
某
の
推
量
大
方
は
違
ふ
ま
じ
。
」 

『
武
家
義
理
物
語
』
巻
三(

新
全
集
・
三
七
四
頁
・
一
六
八
八
年
頃)

 

 

◯
「
ま
い
」
形 

(

六
七)
滿
江
「
こ
り
ヤ
揚
卷
ど
の
、
何
も
い
ふ
て
下
さ
る
ナ
、
私
も
何
も
い
ひ
ま
せ
ぬ
。
大
切
の
願
ひ
の
あ
る
身
で
、
こ
の

様
ナ
身
持
。
こ
の
編
笠
を
な
ん
と
は
す
つ
ぱ
じ
や
、
そ
れ
が
武
士
の
悴
の
詞
か
。
お
ほ
か
た
そ
な
た
計
り
の
心
か
ら

で
は
有
ま
い
。
勸
め
人
が
あ
ら
う
。
朱
に
交
は
れ
ば
赤
く
な
る
と
、
白
酒
の
糟
兵
衞
ど
の
と
や
ら
、
よ
ふ
大
事
の
悴

を
こ
の
樣
な
惡
者
に
し
て
く
だ
さ
れ
た
。
禮
を
言
ま
せ
う
。
」 

 
 

 

『
助
六
』(

大
系
・
一
一
六
頁
・
江
戸
時
代)

 

 

◯
「
う
／
よ
う
」
形 

(

六
八)

一
ト
え
「(

前
略)

大
方
か
た
き
同
士
と
や
ら
で
お
す
せ
う
。
堪
忍
し
て
お
く
ん
な
ん
し
」 

『
傾
城
買
二
筋
道
』(

新
全
集
・
一
六
四
頁
・
一
七
九
八
年
頃)

 

(

六
九)

「
よ
く
御
覧
じ
ま
し
。
豆
人
形
と
は
、
大
方
、
此
事
で
ご
ざ
り
や
せ
う
」
、 

『
啌
多
雁
取
帳
』
下(

黄
表
紙
・
新
全
集
・
五
八
頁
・
江
戸
時
代)

 

(

七
〇)

弥
次
「
ハ
ア
そ
れ
は
お
ほ
か
た
、
寺
参
に
で
も
い
か
れ
た
時
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
」 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
二
編(

新
全
集
・
九
二
頁
・
一
八
〇
二
年
頃)

 

 
 

以
上
、
近
世
の
資
料
は
文
末
の
推
量
表
現
が
多
様
化
し
、
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
安
定
し
た
段
階
に
入
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
さ
ら
に
近
現
代
語
に
ま
で
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。 
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第
五
節 

明
治
以
降
の
「
お
お
か
た
」 

 
本
節
で
は
、
「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
る
。
一
八
九
五
年
、
一
九
〇
一
年
、
一
九
〇
九
年
、
一
九
一
七
年
、

一
九
二
五
年
を
対
象
に
「
お
お
か
た
」(

「
大
方
」「
お
ほ
か
た
」
な
ど
も
含
む)

を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
一
七
五
例
八

が
得
ら
れ
、

文
語
は
八
〇
例
、
口
語
は
九
五
例
で
あ
っ
た
。 

「
お
お
か
た
」
の
使
用
状
況
を
見
る
と
、
文
語
の
場
合
、
一
八
九
五
年
を
中
心
に
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
時
代
に
つ
れ
て
減

っ
て
い
く
。
文
語
の
八
〇
例
中
、
四
二
例
が
名
詞
的
用
法
で
あ
る
。
口
語
の
場
合
は
、
副
詞
的
用
法(

五
七
例)

と
し
て
多
く
用

い
ら
れ
、
推
量
表
現
と
共
起
す
る
も
の
（
三
〇
例
）
が
半
分
以
上
を
占
め
る
。 

 

以
下
、
口
語
の
「
お
お
か
た
」
を
年
度
別
・
用
法
別
に<

表
四-

一>

に
示
す
。 

 

<

表
四-

一>
 

口
語
の
「
お
お
か
た
」
に
お
け
る
年
度
別
・
用
法
別(

例)
 

         

合 

計 

おおかた＋α 

お
お
か
たφ

 

 
 

名
詞
的
用
法 

形
容
動
詞
的
用
法 

副
詞
的
用
法 

七 ・ 一 六 

一
八
九
五 

一
二 

五 二 五 
一
九
〇
一 

三
一 

六 ・ 

二
五 

一
九
〇
九 

二
五 

一
三 

一 

一
一 

一
九
一
七 

二
〇 

一
〇 

・ 

一
〇 

一
九
二
五 

九
五 

三
四 

四 

五
七 

合 

計 
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と
こ
ろ
で
、
名
詞
的
用
法
や
副
詞
的
用
法
に
比
べ
て
、
程
度
性
や
「
普
通
に
～
・
一
般
的
に
～
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
し
て

い
た
「
お
お
か
た
に
」「
お
お
か
た
な
」
な
ど
の
形
容
動
詞
的
用
法
の
使
用
数
は
顕
著
に
減
っ
て
い
る
。
特
に
「
お
お
か
た
な
」

形
は
近
世
以
降
か
ら
全
く
見
え
な
く
な
り
、
明
治
期
の
資
料
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
一
方
、
否
定
形
の
「
お
お
か
た
な
ら

ず
（
ぬ
）
」
は
、
少
数
で
あ
り
な
が
ら
、
文
語
一
〇
例
中
七
例
、
口
語
で
は
四
例
中
三
例
と
い
う
使
用
数
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

副
詞
的
用
法
の
五
七
例
中
、
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
を
見
る
と
、
主
に
推
量
形
と
断
定
形
と
共
起
し
て
お
り
、
推
量
形
は
三

〇
例
、
断
定
形
は
五
例
で
あ
っ
た(

「
そ
の
他
」
二
二
例
に
は
義
務
の
「
～
ね
ば
な
ら
な
い
」
形
や
テ
節
で
終
わ
る
文
な
ど
が

含
ま
れ
る)

。
た
だ
し
、
前
時
代
ま
で
見
続
け
ら
れ
た
否
定
表
現
と
共
起
す
る
例
は
見
え
な
か
っ
た
。 

さ
て
、
推
量
形
と
共
起
す
る
も
の
に
目
を
移
す
と
、
前
代
か
ら
継
続
す
る
用
法
が
見
え
る
。 

 

(

七
一)

子
を
食
ひ
物
に
し
て
旨
が
る
親
が
世
間
に
有
り
ま
す
が
、
大
方
其
家
も
菜
食
な
の
で
せ
う
な
。
」 

無
名
斎
「
肉
食
と
菜
食
」『
太
陽
』2

号1
8
9
5
 

(

七
二)

こ
の
聲
を
聞
く
と
ア
ク
ス
ヨ
ノ
フ
は
大
方
此
男
が
あ
の
商
人
を
殺
し
た
者
を
知
つ
て
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
、 

斎
藤
野
の
人
（
訳
）
ト
ル
ス
ト
イ
（
作
）「
流
刑
者
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

(

七
三)

室
内
の
空
氣
は
不
透
明
で
、
重
く
、
暖
く
、
人
を
醉
は
せ
る
。
大
方
其
の
爲
め
か
も
知
れ
ぬ
。 

永
井
荷
風
「
カ
ル
チ
ヱ
ー
、
ラ
タ
ン
の
一
夜
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
文
末
の
「
で
し
ょ
う
」「
だ
ろ
う
と
思
う
」「
か
も
し
れ
ぬ
」
形
と
共
起
し
て
い
る
。
同
時
代
の
小
説
に
つ
い
て
み

る
と
、
同
じ
く
「
だ
ろ
う
」
「
で
あ
ろ
う
」
「
で
し
ょ
う
」
形
な
ど
の
推
量
表
現
と
共
起
し
た
例
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
九

。 

 

(

七
四)

「
あ
の
烟
つ
様
な
島
は
な
ん
だ
ろ
う
」「
あ
の
島
か
、
い
や
に
縹
渺
と
し
て
い
る
ね
。
大
方
竹
生
島
だ
ろ
う
」「
本
当 
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か
い
」「
な
あ
に
、
好
い
加
減
さ
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

夏
目
漱
石(

一
九
〇
七)

『
虞
美
人
草
』
三
二
頁 

(
七
五)

三
尺
四
尺
は
愚
か
、
千
里
を
行
き
尽
し
て
も
、
タ
ン
タ
ラ
ス
は
原
が
減
り
通
し
で
、
咽
喉
が
渇
き
続
け
で
あ
る
。
大

方
今
で
も
水
と
菓
物
を
追
っ
懸
け
て
歩
い
て
る
だ
ろ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
一
〇
九
頁 

(

七
六)
祖
父
が
や
っ
ぱ
り
そ
う
で
あ
っ
た
と
云
う
か
ら
、
大
方
そ
の
気
象
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。 

 

二
葉
亭
四
迷(

一
九
〇
七)

『
平
凡
』
一
五
頁 

(

七
七)

仰
向
き
に
な
っ
て
こ
う
四
足
を
突
っ
張
り
ま
し
て
な
、
尻
尾
で
バ
タ
バ
タ
地
面
を
叩
い
た
の
は
、
あ
れ
は
大
方
苦
が

っ
た
ん
で
し
ょ
う
が
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
同
右
』
八
三
頁 

  

以
上
、
明
治
以
降
の
資
料
で
は
、
主
に
推
量
表
現
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

  

第
六
節 

ま
と
め 

  

「
お
お
か
た
」
は
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
副
詞
性
が
強
く
見
え
、
そ
の
後
、

次
第
に
そ
の
機
能
が
強
ま
っ
て
い
く
。
平
安
時
代
に
は
、
形
容
動
詞
の
用
法
も
生
じ
、「
お
お
か
た
に
」「
お
お
か
た
な
る
」
の

ほ
か
、
「
お
お
か
た
な
ら
ず(

ぬ)

」
と
い
う
形
で
も
多
く
用
い
ら
れ
た
。
他
方
、
平
安
中
期
以
降
は
副
詞
的
用
法
に
陳
述
性
が

現
れ
、
推
量
形
お
よ
び
否
定
形
と
共
起
関
係
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
近
世
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
推
量
表
現
と
共
起
す
る
よ
う

に
な
り
、
近
現
代
に
お
い
て
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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一 
『
新
全
集
』
「
万
葉
集
」
三
〇
九
頁 

二 
「
『
茶
漉
』
コ
ー
パ
ス
」
は
、
検
索
で
き
る
よ
う
に
処
理
す
る
段
階
で
、
形
態
素
解
析
に
は
「
茶
筌
」
とI

P
A

辞
書
を
利
用
し
、
同
じ
表

現
の
分
析
に
ゆ
れ
が
見
ら
れ
た
り
、
辞
書
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
未
知
語
が
見
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
の
問
題
点
が
あ
る
。 

三 

「
『
青
空
文
庫
』
コ
ー
パ
ス
」
は
、
青
空
文
庫 

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
a
o
z
o
r
a
.
g
r
.
j
p
)
 

に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
中
、
現
代
語
で
書
か
れ 

て
い
る
も
の
を
選
ん
で
コ
ー
パ
ス
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
、「
お
お
か
た
」
は
全
一
三
〇
例
の
う
ち
、
名
詞
は
五
例
、

副
詞
は
一
二
五
例
で
あ
る
。
副
詞
用
法
の
中
、
文
末
表
現
と
共
起
関
係
を
も
つ
も
の
の
う
ち
、
「
だ
ろ
う
」
／
「
で
し
ょ
う
」
形
は
七

八
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
「
断
定
形
、
否
定
形
、
『
ら
し
い
』
形
」
な
ど
と
も
共
起
関
係
が
見
ら
れ
た
。
ち
な
み
に
、
「
お
お
か
た
」

と
文
末
形
式
と
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
情
報
を
み
る
と
、
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
の
結
び
つ
き
が
最
も
強
く
見
え
た
。(

ち
な
み
に
、

ｔ
ス
コ
ア
は5

.
7
1
8

で
あ
る)

 

四 

「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
「
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
「
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
」(

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
a
p
.
h
i
.
u
-
t
o
k
y
o
.
a
c
.
j
p
/
s
h
i
p
s
/
s
h
i
p
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
)

全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。 

 

五 

「
ま
た
、
こ
の
男
、
お
ほ
か
た
な
る
も
の
か
ら
、
と
き
ど
き
、
を
か
し
き
こ
と
は
い
ひ
け
り
。
」『
平
中
物
語
』
八(

新
全
集
・
四
六
八
頁)

 
 

六 

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
三
七
例
の
副
詞
的
用
法
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
推
量
表
現
を
伴
う
も
の
は
七
例
で
あ
る
。 

七 

『
新
全
集
』
一
三
六
頁 

八 
 

近
現
代
語
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
「
大
方
針
」
は
除
く
。 

九 
 

例(

七
四)

～(

七
七)

は
『(

C
D

‐R
O
M

版)

新
潮
文
庫 

明
治
の
文
豪
』(

新
潮
社)

か
ら
検
索
し
た
一
部
の
も
の
で
あ
る
。 

http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/
http://www.aozora.gr.jp/
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第
五
章 

「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て 

  

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て
、
『
日
本
語
文
型
辞
典
』(

一
九
九
八
：
一
八
四)

で
は
、
習
慣
的
な
こ
と
に
付
い
て
、
頻
度
・
確

率
が
高
い
こ
と
を
表
す
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四
：
二
五
六)

で
は
、
一
般
的
に
あ
る
傾
向

で
あ
る
様
子
を
表
す
も
の
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
二
つ
の
用
法
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。(

一)

の
「
た
い
て
い
の
名
詞
」
の

よ
う
に
名
詞
に
か
か
っ
て
一
般
的
な
名
詞
を
表
す
も
の
、
お
よ
び
、(

二)

の
よ
う
に
述
語
に
か
か
っ
て
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る

行
為
や
状
態
の
う
ち
の
多
く
の
割
合
が
一
定
の
傾
向
に
な
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。(

二)

は
、
誰
か
に
聞
い
た
情
報
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
勤
労
感
謝
の
日
は
ほ
と
ん
ど
晴
れ
た
日
が
多
か
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。(

三)

は

「
（
話
し
手
の
基
準
に
よ
り
）
近
い
所
」
と
い
う
条
件
で
あ
れ
ば
、
「
自
転
車
を
使
う
」
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。 

(

二)
(

三)

の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
勤
労
感
謝
の
日
」
「
そ
ん
な
に
遠
く
な
い
所
」
と
い
う
条
件
に
限
っ
て
の
こ
と
を
表
す
。 

 (

一)

た
い
て
い
の
人
は
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
を
知
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』(

一
九
九
四)

二
五
六
頁 

(

二)

毎
年
勤
労
感
謝
の
日
は
た
い
て
い
晴
れ
だ
そ
う
だ
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
同
右
』 

(

三)

そ
ん
な
に
遠
く
な
い
所
な
ら
、
た
い
て
い
は
自
転
車
を
使
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
同
右
』 

 

こ
れ
ら
の
定
義
に
よ
っ
て
、
「
た
い
て
い
」
に
は
名
詞
的
な
も
の
と
述
語
に
か
か
る
副
詞
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
あ
る
行
為
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や
事
態
が
行
わ
れ
る
頻
度
や
確
立
が
高
く
な
り
、
そ
れ
が
一
般
的
な
傾
向
を
見
せ
て
い
る
意
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。
特
に
、
述
語
に
か
か
る
「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て
は
、『
基
礎
日
本
語Ⅰ

』(

一
九
七
七:

一
八
一)

に
は
、「
た
い
が
い
」

(

第
六
章
で
考
察
す
る)

と
と
も
に
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
も
の
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
述
語
に
か
か
っ
て
行
為
や
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
こ
と
を
「
推
量
」
す
る
も
の
は
近
世

前
期
に
ご
く
僅
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
に
至
っ
て
使
用
が
増
え
る
よ
う
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

(

四)

い
や
と
云
は
た
い
て
い
ど
う
よ
く
者
と
言
は
れ
ふ
ず
。
心
得
た
と
い
ふ
て
か
ら
迷
惑
す
る
は
我
ひ
と
り 

『
け
い
せ
い
反
魂
香
』(

大
系
・
一
六
〇
頁
・
一
七
〇
八
年
頃
） 

(

五)

若
し
奧
さ
ん
に
何
か
惡
い
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
君
は
大
抵
大
目
に
見
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？ 

 

里
見
弴
「
恐
ろ
し
き
結
婚
」『
太
陽
』4

号1
9
1
7
 

 

(

四)

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
話
し
手
が
そ
の
実
現
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
つ
い
て
推
量
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

(

五)

は
明
治
の
も
の
で
、
話
し
手
が
、
相
手
に
対
し
て
そ
の
奥
さ
ん
に
何
か
悪
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
だ
い
た
い
は
「
大
目
に

見
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
、
あ
る
事
柄
が
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
と
推
量
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
た
い
て
い
」
は
文

末
の
「
う
ず
」
お
よ
び
「
だ
ろ
う
」
と
共
起
し
て
い
る
。 

 

「
た
い
て
い
」
は
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
今
日
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
用
法
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
で
は
十
分
な
研
究
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
陳
述
副
詞
と
な
る
過
程
に
つ
い
て
歴
史
的
観
点

か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
し
、
あ
わ
せ
て
「
た
い
て
い
」
の
異
形
態
と
も
い
え
る
「
だ
い
た
い
（
大
体
）
」
に
つ
い
て
も
分
析
を

行
う
。 

な
お
、
本
章
の
代
表
的
表
記
は
「
た
い
て
い
」
と
す
る
。
用
例
を
引
用
す
る
際
、
依
拠
本
の
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
が
、
場
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合
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。
ま
た
、
漢
字
表
記
は
旧
・
新
字
体
を
併
用
す
る
。
用
例
の
所
在
は
作
品
名
、
依
拠
本
名
、
頁
、
成
立

年
度
を
示
す
。 

  

第
二
節
「
た
い
て
い
」
の
語
源
及
び
出
自 

 

「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
る
前
に
、「
た
い
て
い
」
の
由
来
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。「
た
い
て
い
」
は
漢

語
と
し
て
「
だ
い
た
い(

大
体)
」
か
ら
変
化
し
た
も
の
一

で
あ
る
。「
だ
い
た
い
」
が
呉
音
読
み
に
よ
る
も
の
で
、「
た
い
て
い
」

は
漢
音
読
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
漢
音
「
た
い
て
い
」
の
語
形
が
歴
史
的
に
は
古
い
。『
色
葉
字
類
抄
』(

一
一
七
七
～
八

一
年
頃)

に
「
大
軆 

タ
イ
テ
イ
。
大
底 

タ
イ
テ
イ 

大
宗
也
」
と
あ
っ
て
、
振
り
仮
名
が
「
タ
イ
テ
イ
」
と
あ
る
う
え
、「
底
」

は
呉
音
・
漢
音
と
も
「
テ
イ
」
で
あ
る
か
ら
、
平
安
時
代
は
漢
音
「
タ
イ
テ
イ
」
と
い
う
読
み
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

『
大
漢
和
辞
典
』（
一
九
五
九
：
四
二
四
）
の
「
た
い
て
い
」
を
見
る
と
、「
お
ほ
か
た
。
お
ほ
よ
そ
。
大
概
。
大
氐
」
と
い

う
意
を
表
し
、
副
詞
的
用
法
と
見
ら
れ
る
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。 

 (

六)

天
下
大
抵
無
ㇾ

慮
、
皆
鑄
二

金
銭
一

矣 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
索
隠
曰
、
服
虔
曰
、
抵
、
歸
也
、
劉
氏
曰
、
大
抵
、
猶
大
略
也
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
史
記
』「
平
準
書
」 

(

七)

其
治
大
抵
放
二

張
湯
一

。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
漢
書
』「
杜
周
傳
」 

 

一
方
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版(

二
〇
〇
一
：
七
〇
二
、
以
下
『
日
国
』
と
称
す
る)

で
は
、
用
例
の
最
初
に
『
九
暦
』

の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。 



114 

 

 
(

八)

自
余
雑
物
大
底
如
レ

左 
 

 
 

 
 

『
九
暦
』
「
九
条
殿
記
・
殿
上
菊
合
・
天
暦
七
年
」(

九
五
三)

一
〇
月
二
八
日 

 
 

 

 (

八)
は
「
大
底
」
の
表
記
で
あ
る
か
ら
、「
た
い
て
い
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。「
事
柄
の
あ
ら
ま
し
。
大
略
。
お

お
よ
そ
。
ま
た
、
多
く
を
数
え
あ
げ
る
中
で
の
大
部
分
。
お
お
か
た
。
だ
い
た
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
二

、「
雑
物
の
た
い

て
い
は
左
の
如
し
」
と
書
い
た
も
の
か
、
「
雑
物
は
た
い
て
い
左
の
如
し
」
と
表
記
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
で
も
解
釈
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、『
大
漢
和
辞
典
』(

一
九
五
九:

四
二
九)

の
「
大
底
」
は
い
く
つ
か
の
意
味
ブ
ラ
ン
チ
が
あ
り
、
そ

の
一
つ
に
「
お
ほ
か
た
。
大
概
。
大
抵
に
同
じ
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

漢
籍
の
資
料
で
も
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
名
詞
的
な
用
法
と
と
も
に
副
詞
的
な
用
法
も

広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
同
時
期
に
『
将
門
記
』(

九
四
〇
年
頃)

、
『
小
右
記
』(

一
〇
一
三
年
頃)

に
も
「
大
底
」
の
漢
字
表
記
で
用
い
ら
れ
た
例
が
見
え
る
。 

 

(

九)

長
官
唱
云
、
天
有
五
衰
、
人
有
八
苦
。
今
日
遭
苦
、
大
底
何
為
。
字
書
、
伊
加
々
世
牟
也
。
時
改
世
変
、
天
地
失
道
。
善
伏

悪
起
、
仏
神
無
験
。
嗚
呼
哀
哉
、
鶏
儀
未
旧
、
飛
於
西
朝
。 

(

長
官
唱
へ
て
云
は
く
、
「
天
に
五
衰
有
り
、
人
に
八
苦
有
り
。
今
日
苦
に
遭
ふ
、
大
底
何
為
。
字
書
、
い
か
が
せ
む
な
り
。

時
改
り
世
変
じ
て
、
天
地
道
を
失
ふ
。
善
は
伏
し
悪
は
起
り
て
、
仏
神
験
な
し
。
嗚
呼
哀
し
き
哉
、
鶏
儀
未
だ
旧 

 
 

 

り
ざ
る
に
、
西
朝
に
飛
ぶ
。
」)

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
将
門
記
』(

新
全
集
・
六
〇
頁
・
九
四
〇
年
頃)

 

(

一
〇)

而
無
二

奏
聞
一

、
又
不
レ

申
二

代
官
一

、
外
記
暗
所
行
也
者
、
大
底
如
レ

泥
云
々
。 

『
小
右
記
』
正
月
九
日
（
『
日
国
』・
一
〇
一
三
年
頃
） 

 

い
ず
れ
も
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
特
に(

一
〇)

は
『
日
国
』
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
事
物
、
事
態
の
数
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量
や
度
数
が
、
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
及
ぶ
さ
ま
を
表
わ
す
。
ほ
と
ん
ど
全
部
。
お
お
よ
そ
す
べ
て
。

あ
ら
か
た
。
だ
い
た
い
。
」
と
い
う
意
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
漢
語
の
性
格
を
も
つ
副
詞
に
つ
い
て
、
山
田(

一
九
四
〇:

二
七
四)

は
「
漢
語
の
副
詞
を
ば
そ
の
ま
ゝ
に
て
、

国
語
の
う
ち
に
副
詞
と
し
て
収
用
せ
る
も
の
」
三

と
指
摘
し
て
お
り
、「
た
い
て
い
」
は
古
代
に
お
い
て
す
で
に
副
詞
的
性
格
を

強
く
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。 

次
節
で
は
「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て
中
世
か
ら
近
世
、
近
代
に
か
け
て
ど
の
よ
う
に
史
的
展
開
を
し
て
い
く
か
見
て
い
く
こ

と
に
す
る
。 

 

 

第
三
節 

中
世
か
ら
近
世
に
お
け
る
「
た
い
て
い
」
の
変
遷
過
程 

 

一 

中
世 

 

管
見
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
資
料
に
お
い
て
は
少
数
で
あ
る
が
、
中
世
前
期
の
、
和
漢
混
交
文
の
『
保
元
物
語
』
や
仮
名
交
じ

り
文
の
『
沙
石
集
』
、
抄
物
類
に
使
用
が
見
え
る
。 

以
下
の(

一
一)
(

一
二)

は
『
保
元
物
語
』
『
沙
石
集
』
の
例
で
あ
り
、
各
々
名
詞
的
、
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
。 

 (

一
一)

四

う
ぢ
の
長
者
に
補
し
、
翌
年
仁
平
元
年
正
月
十
日
、
万
機
内
覽
の
宣
旨
を
か
う
む
り
て
、
天
下
の
大
小
事
を
と
り

お
こ
な
ひ
給
し
ゆ
へ
な
り
。
太

抵

た
い
て
い

も
攝
政
關
白
の
ほ
か
に
、
執
柄
の
臣
あ
ひ
な
ら
び
給
ふ
事
、
希
代
の
例
と
ぞ
申
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あ
へ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
保
元
物
語
』
上(

大
系
・
六
四
頁
・
一
二
二
〇
年
頃)

 

(

一
二)
又
ヨ
リ
タ
リ
シ
ニ
ハ
、
イ
ト
意
ヨ
カ
ラ
ヌ
體
ニ
テ
、「
申
ス
ベ
キ
事
ハ
、
大

體

た
い
て
い

申
テ
侍
リ
キ
」
ト
云
キ
。
一
夜
宿
シ 

テ
返
キ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
沙
石
集
』
巻
第
十
末(

二)
(

大
系
・
四
四
二
頁
・
一
二
八
三
年
頃)

 

 

(

一
一)

は
助
詞
「
も
」
が
付
く
こ
と
で
名
詞
的
機
能
を
し
、(

一
二)

は
「
申
し
て
は
べ
り
」
を
修
飾
す
る
と
い
う
こ
と
で(

文

中
で
の
機
能
は)

副
詞
的
用
法
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。(

一
二)

で
は(

仏
法
の
修
行
を
終
え
て)

法
師
か
ら
「
申
す
べ
き
事
は

お
お
よ
そ
申
し
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
、
一
晩
を
借
り
て
帰
っ
て
き
た
と
い
う
意
を
表
す
。
「
教
え
ら
れ
る
範
囲
の
な
か
で
、
全

て
で
は
な
い
も
の
の
、
多
く
の
部
分
、
あ
る
い
は
そ
の
以
上
は
教
え
て
あ
げ
た
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
時

の
言
語
特
徴
が
よ
く
見
ら
れ
る
抄
物
の
資
料
に
副
詞
的
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
得
ら
れ
た
。
調
査
し
た
範
囲
で
は
、『
史

記
抄
』(

一
四
七
七)

に
二
例
、『
毛
詩
抄
』(

一
四
七
五
～
一
五
五
〇
年
頃)

に
一
例
、『
四
河
入
海
』(

一
五
三
四
年
頃)

に
三
例

あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
『
毛
詩
抄
』
『
四
河
入
海
』
は
い
ず
れ
も
「
大
底
」
の
漢
字
表
記
で
あ
っ
た
。 

以
上
、
中
世
の
資
料
に
用
例
は
少
な
い
な
が
ら
、
名
詞
的
用
法
や
副
詞
的
用
法
が
見
え
、
副
詞
的
用
法
は
「
（
定
め
ら
れ
た

範
囲
の
中
で
）
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
と
い
う
意
を
表
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

 

二 

近
世 

 

 

近
世
に
お
い
て
は
「
た
い
て
い
」
の
用
例
が
次
第
に
増
加
す
る
と
と
も
に
、
形
態
や
意
味
用
法
も
多
様
に
な
る
。
さ
て
、
次

の
三
つ
の
用
法
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
名
詞
的
用
法
は
「
の
」
が
付
く
連
体
修
飾
の
も
の
で
、
「
名
詞
の
た

い
て
い
」
あ
る
い
は
「
た
い
て
い
の
名
詞
」
形
で
あ
り
、
次
に
副
詞
的
用
法
は
単
独
で
現
れ
、
副
詞
的
に
機
能
す
る
も
の
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
形
容
動
詞
的
用
法
は
助
詞
「
に
」
「
で
」
な
ど
が
付
く
連
用
修
飾
形
で
あ
り
、
近
世
前
期
頃
に
初
め
て
現
れ
る

用
法
で
あ
る
。 

 
二
・
一 

名
詞
的
用
法 

 

「
た
い
て
い
の
名
詞
」
形
で
用
い
ら
れ
た
名
詞
的
用
法
で
は
、
そ
の
後
ろ
に
つ
く
「
名
詞
」
の
性
質
に
制
限
は
な
い
。
調
査

し
た
範
囲
で
は
、
コ
ト
・
モ
ノ
な
ど
を
伴
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
形
式
名
詞
「
こ
と(

事)

」
が
き
て
「
た
い
て
い
の
こ
と
」

と
い
う
形
が
最
も
多
く
み
ら
れ
る
五

。
中
世
で
は
「(

あ
る
範
囲
の
中
で)

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
と
い
う
よ
う
に
、
大
部
分
、
そ

れ
以
上
を
占
め
る
な
ど
の
意
味
を
表
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
「
普
通
の
、
一
般
的
な
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
生
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
「
た
い
て
い
」
は
「
こ
と
」
の
よ
う
な
、
よ
り
一
般
的
な
内
容
を
修
飾
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
と
関
連
付
け
て
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
修
飾
対
象
の
性
質
に
よ
っ
て
「
普
通
一
般
的
」
な
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
た
い
て
い
の
こ
と
（
事
）
」
形
は
固
定
的
表
現
と
し
て
否
定
文
に
よ
く
現
れ
、「
た
い
て
い
の
こ
と
で
は
な
い
」
文
型
が
目

立
つ
。
も
ち
ろ
ん
「
こ
と
（
事
）
」
の
ほ
か
に
、
一
般
名
詞
や
形
容
詞
（
形
容
動
詞
含
む
）
が
付
く
例
も
あ
る
。
以
下
に
、「
た

い
て
い
の
名
詞
」
形
に
加
え
、
否
定
文
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
例
も
挙
げ
る
。 

 

【
た
い
て
い
の
こ
と(

事)

】 

(

一
三)

「(

前
略)

玉
の
輿
と
は
大
抵
の
事
、
親
・
一
門
う
か
み
あ
が
る
事
ぢ
や
」
と
、
人
置
の
い
は
が
嚊
が
ふ
れ
な
が
し
し

て
、
「
け
ふ
今
熊
屋
で
上
下
の
妾
・
白
人
残
ら
ず
見
給
ふ
は
ず
」
と
い
ふ
。 

『
野
白
内
証
鑑
』
三
之
巻(

新
全
集
・
二
七
九
頁
・
一
七
一
〇
年
頃)
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(

一
四)

女
中
一
「
こ
れ
ほ
ど
に
申
上
ま
す
る
は
、
並
た
い
て
い
の
事
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」 

『
形
容
化
景
唇
動
：
鼻
下
長
物
語
』
上(

新
全
集
・
二
〇
一
頁
・
江
戸
時
代
後
期
頃)

 

(

一
五)
こ
ち
の
お
娘
に
聞
か
せ
た
ら
・
大
抵
の
こ
と
ぢ
や
あ
る
ま
い
・ 

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
第
四(

新
全
集
・
四
一
七
頁
・
一
七
七
一
年
頃)

 

(

一
六)

馬
土
「
お
か
つ
さ
ま
が
飯
を
た
く
も
、
た
い
て
い
の
こ
ん
で
は
な
い
。
」 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
下(

新
全
集
・
一
七
一
頁
・
一
八
〇
一
～
九
年
頃)

 

 

【
た
い
て
い
の
＋
そ
の
他
】 

(

一
七)

む
つ
か
し
う
も
つ
て
ま
ゐ
れ
ば
、
女
も
大
抵
の
物
な
ら
ず
、 

『
野
白
内
証
鑑
』
一
之
巻(

新
全
集
・
一
六
七
頁
・
一
七
一
〇
年
頃)

 

(

一
八)

外
へ
出
れ
ば
手
放
し
か
け
・
そ
の
大
分
の
進
物
ど
も
大
抵
の
銀
目
ぢ
や
な
い
・ 

『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記
』
巻
二(

新
全
集
・
一
八
七
頁
・
一
七
四
〇
年
頃)

 

(

一
九)

名
代
の
新
ぞ
う
入
か
は
り
、
馴
染
の
女
郎
「
夫
ま
で
が
大

体

た
い
て
い

の
く
ろ
う
じ
や
お
ざ
ん
せ
ん
」 

 

『
遊
子
方
言
』(

新
全
集
・
五
三
頁
・
一
七
七
〇
年
頃)

 

(

二
〇)

佐
次
「
何
、
夜
鷹
で
も
。
コ
レ
、
大
分
俺
を
ば
安
く
す
る
が
、
マ
ア
夜
鷹
と
い
う
物
は
、
野
稼
ぎ
な
ぞ
と
い
ふ
物
の
、

大
抵
立
派
な
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
お
染
久
松
色
読
販
』(

大
系
・
二
六
八
頁
・
一
八
一
三
年
頃)

 

 

前
章
の
「
お
お
か
た
」
で
述
べ
た
よ
う
な
「
普
通
一
般
的
な
こ
と
」
を
表
す
「
た
い
て
い
」
が
否
定
文
に
用
い
ら
れ
て
、
全

面
否
定
の
意
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
敢
え
て
強
調
す
る
意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
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て
、
（
一
三
）
の
よ
う
に
肯
定
文
に
用
い
ら
れ
た
場
合
、
「
大
抵
の
事
」
と
は
「
（
玉
の
輿
と
は
）
た
い
へ
ん
な
こ
と
」
の
意
で

あ
り
、
「
た
い
へ
ん
」
は
「
通
り
一
遍
で
は
な
く
、
普
通
で
な
い
こ
と
」
の
意
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
た
い
て

い
で
な
い
」
と
い
う
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 
二
・
二 

形
容
動
詞
的
用
法 

 

前
代
ま
で
見
当
た
ら
な
か
っ
た
形
容
動
詞
的
用
法
が
、
近
世
に
入
る
と
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
管
見
の
範
囲
で
、
最
も
古
い

例
は 

次
の
『
野
白
内
証
鑑
』(
一
七
一
〇
年
頃)

に
見
え
る
。 

 【
た
い
て
い
な
ら
】
（
未
然
形
） 

(

二
一)

大
抵
な
ら
ば
、
し
ば
ゐ
咄
を
し
て
浮
気
な
や
つ
ぢ
や
。 

『
野
白
内
証
鑑
』
二
之
巻(

新
全
集
・
二
四
一
頁
・
一
七
一
〇
年
頃)

 

 

こ
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
活
用
形
が
見
え
る
。 

 【
た
い
て
い
に
】
（
連
用
形
） 

(

二
二)

初
学
の
人
歌
を
詠
ま
む
と
て
、
ま
づ
最
初
詠
ま
ぬ
さ
き
か
ら
、
去
嫌
を
吟
味
し
詞
使
ひ
を
心
得
て
詠
ま
む
と
す
る
ほ

ど
に
、
覚
束
な
く
恐
れ
て
の
み
ゐ
て
、
歌
を
詠
む
こ
と
大
抵
に
て
は
な
ら
ず
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
二
七
二
頁
・
江
戸
中
期
頃)
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【
た
い
て
い
で(

で
は)

】
（
連
用
形
） 

(
二
三)

よ
い

く
、
こ
ち
の
人
が
京
か
ら
の
帰
り
を
待
つ
て
、
詰
め
開
か
せ
・
た
い
て
い
で
暇
は
取
ら
ぬ
・ 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
心
中
宵
庚
申
』
中
之
巻(

新
全
集
・
四
五
四
頁
・
一
七
二
二
年
頃)

 

(

二
四)

ヤ
ア
い
よ

く
胡
乱
者
・
な
か

〱
大
抵
で
は
白
状
い
た
す
ま
い
・ 

 

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
第
十(

新
全
集
・
一
三
九
頁
・
一
七
四
八
年
頃)

 

(

二
五)

上
帯
よ
、
解
く
か
ほ
ど
く
か
・
大
抵
で
は
・
下
紐
ま
で
は
手
が
届
か
ず
、 

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
第
四(

新
全
集
・
四
三
六
頁
・
一
七
七
一
年
頃)

 

 

【
た
い
て
い
な
り
】
（
終
止
形
） 

(

二
六)

其
後
は
寢
入
し
て
ゐ
る
が
大
抵
な
り
。 

 

『
傾
城
禁
摺
本 

傾
城
禁
短
氣
』(

大
系
・
三
二
五
頁
・
一
七
七
一
年
頃)

 

 

肯
定
文
に
用
い
ら
れ
た
（
二
六
）
で
は
「
普
通
で
あ
る
」
と
い
う
意
を
表
す
一
方
、
否
定
文
に
用
い
ら
れ
る
と
、
「
一
般
的

な
こ
と
で
は
な
く
、
特
別
で
あ
る
」
と
い
う
意
を
表
し
、
「
普
通
の
程
度
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
」
と
い
う
否
定
を
強
調
す
る

用
法
が
生
じ
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
「
並
た
い
て
い
」
形
が
連
体
修
飾
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
期
以

降
「
並
た
い
て
い
～
な
い
」
と
い
う
文
型
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
。 

 

(

二
七)

並
大
抵
な
口
で
は
な
い
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
碁
太
平
記
白
石
噺
』(

大
系
・
五
四
四
頁
・
一
七
八
〇
年
頃)
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二
・
三 

副
詞
的
用
法 

 
中
古
か
ら
「
た
い
て
い
」
は
単
独
に
用
い
ら
れ
、
副
詞
的
な
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
近
世
に
入
る
と
、
否
定

形
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
「
普
通
一
般
的
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
を
表
す
「
た
い
て
い
～
こ
と
で

は
な
い
」
と
い
う
文
型
が
多
数
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
代
語
に
お
い
て
は
「
た
い
て
い
―
否
定
表
現
」
の
呼
応
関
係
は
見
当

た
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
「
並
」
が
付
い
た
「
並
た
い
て
い
～
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
文
型
が
慣
用
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
六

。 

 

「
た
い
て
い
―
否
定
表
現
」
は
近
世
前
期
の
資
料
に
偏
っ
て
現
れ
る
。
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
（
一
九
五
五:

六
四
五
）
に
も

「
下
に
打
消
を
伴
い
、
並
々
の
…
事
・
も
の
で
は
な
い
、
大
層
…
で
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。 

 (

二
八)

あ
れ
が
す
ゝ
め
に
爰
へ
引
越
。
わ
い
ら
を
お
客
に
お
れ
が
料
理
。
太
夫
も
今
朝
か
ら
せ
い
出
し
て
。
米
洗
ふ
た
り
か

ゆ
燒
た
り
。
ヤ
モ
大

躰

た
い
て
い

面
白
い
事
じ
ゃ
な
い
。 

 
 

 

『
伽
羅
先
代
萩
』(

大
系
・
二
八
七
頁
・
一
七
四
九
年
頃)

 

(

二
九)

(

か
や
→
や
な)

 

や
な
「
ム
ウ
、
聞
へ
た
わ
い
の
。
あ
の
妹
御
の
お
才
樣
は
、
大
躰

た
い
て
い

氣
立
の
良
い
お
人
じ
ゃ
な
い
け
れ

ど
、
あ
の
瀬
平
樣
は
見
掛
か
ら
憎
體
。
そ
う
し
て
大
抵て

い

舌
た
る
い
お
人
じ
ゃ
な
い
。
」 

『
幼
稚
子
敵
討
』(

大
系
・
一
五
七
頁
・
一
七
五
三
年
頃)

 

(

三
〇)

(

長
門
→
名
山)

名
山
「
サ
ア
、
そ
ふ
成
た
ら
、
わ
た
し
ゃ
大

体

た
い
て
い

嬉
し
い
事
じ
ゃ
な
け
れ
ど
、
ひ
ょ
っ
と
又
宗
九
郎
が
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方
へ
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
韓
人
漢
文
手
管
始
』(

大
系
・
二
八
四
頁
・
一
七
八
九
年
頃)

 

 

 

さ
ら
に
、
近
世
後
期
の
江
戸
語
資
料
に
も
見
え
る
。 

 

(

三
一)

座
頭
「
宵
か
ら
大
体

た
い
て
い

お
こ
し
た
こ
ッ
ち
や
な
い
。
」 

 
 
 
 
 

『
遊
子
方
言
』(

新
全
集
・
五
一
頁
・
一
七
七
〇
年
頃)

 

(

三
二)

女
郎
「
さ
り
と
は
お
う
れ
し
う
お
ざ
ん
す 

と
い
ふ
て
、
い
ろ

〱
お
も
し
ろ
き
事
有 

お
ま
へ
の
や
う
な
客
人
が
、
も
う

一
人
あ
る
と
、
わ
た
し
や
大
体

た
い
て
い

ゑ
ゐ
こ
ッ
ち
や
お
ざ
ん
せ
ん
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
同
右
』(

五
三
～
四
頁)

 

 

以
上
の
よ
う
に
近
世
で
は
「
た
い
て
い
」
は
否
定
形
と
呼
応
し
て
、
「
普
通
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
意
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
一
方
で
、
以
下
の
よ
う
に
節
や
断
定
文
の
中
で
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
例
も
見
え
る
。 

 (

三
三)

女
房
「
そ
ふ
す
る
と
、
た
い
て
い
い
ゝ
こ
ゝ
ろ
も
ち
で
御
座
り
や
す
か
ら
、
お
も
ひ
き
つ
て
、
お
だ
し
な
さ
い
な
。
」 

『
あ
ご
の
掛
金
』
（
噺
・
二
七
六
頁
・
一
七
九
九
年
頃
） 

(

三
四)

別
に
記
し
侍
る
な
り
。
こ
の
外
、
万
物
み
な
、
和
漢
少
し
づ
つ
の
変
は
り
あ
れ
ど
も
、
大
抵
同
じ
も
の
な
り
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
二
八
五
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

(

三
五)

く
も
に
の
つ
て
ひ
ぎ
う
な
し
酒
屋
と
ミ
る
と
ま
ひ
下
り
、
も
ゝ
ん
く
わ
ア
と
、
こ
ふ
う
に
お
ど
し
て
、
酒
屋
を
た
ふ

し
け
る
ゆ
ゑ
、
上
ミ
が
た
す
ぢ
ハ
た
い
て
い
引
つ
く
し
、
か
ほ
を
し
ら
れ
て
、
き
つ
て
が
き
か
ず
。 
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『
は
な
し
の
い
け
す
』
（
噺
・
一
九
五
頁
・
一
八
二
二
年
度
頃
？
） 

 

(

三
四)

(
三
五)

は
「
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
」
の
意
を
表
す
。
一
方
、
次
の(

三
六)

の
「
大
抵
心
が
丈
夫
に

成
っ
て
」
は
「
と
て
も
心
強
く
な
っ
て
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
「
程
度
が
普
通
で
な
い
さ
ま
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。 

 (

三
六)

さ
ん
「
わ
た
し
も
お
前
の
お
出
で
、
大
抵
心
が
丈
夫
に
成
っ
て
こ
ん
な
嬉
し
い
顏
見
せ
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
。
」
時
定

「
そ
ん
な
ら
こ
ゝ
で
御
祝
儀
、
大
和
屋
の
姉
へ
、
め
で
た
く
一
つ
し
め
よ
ふ
か
。
」 

『
名
歌
徳
三
舛
玉
垣
』
（
大
系
・
七
七
頁
・
一
八
〇
一
年
頃
） 

 

こ
の
よ
う
に
、
否
定
表
現
に
お
い
て
「
普
通
程
度
で
な
く
、
ま
っ
た
く
」
の
意
で
用
い
ら
れ
た
も
の
が
、
肯
定
表
現
に
お
い

て
「
普
通
程
度
で
は
な
く
、
た
い
そ
う
」
と
い
う
意
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
近
世
前
期
の
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』(

一
七
〇
八
年
頃)

に
は
、
文
末
に
推
量
表
現
が
用
い
ら
れ
た
例
も
見
え
る
。

(

三
七)

は
第
一
節
で
掲
げ
た(

四)

と
同
じ
例
で
あ
る
。 

 

(

三
七)

七 

姫
君
あ
き
れ
て
お
は
せ
し
が
聞
け
ば
笑
止
い
た
は
し
や
。
い
や
と
云
ふ
は
大
抵
ど
う
よ
く
者
と
い
は
れ
う
ず
。
心

得
た
と
い
う
て
か
ら
迷
惑
す
る
は
我
ひ
と
り
。
新
枕
は
ど
う
か
う
と
き
ほ
ひ
か
ゝ
っ
て
行
く
嫁
入
。
道
か
ら
貸
し

て
歸
る
と
は
咄
に
も
聞
か
ぬ
こ
と
。
こ
ち
ゃ
義
理
づ
く
め
に
な
っ
た
か
と 

『
け
い
せ
い
反
魂
香
』（
大
系
・
一
六
〇
頁
・
一
七
〇
八
年
頃
） 

 
 (

三
七)

は
、『
日
国
』
の
「
た
い
て
い
」
の
項
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、「
一
つ
の
判
断
が
、
絶
対
確
実
と
は
い
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え
な
い
ま
で
も
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
成
り
立
つ
と
い
う
気
持
ち
を
表
す
。
多
分
。
ま
ず
…
だ
ろ
う
」
と
い
う
意
に
当
て
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
『
新
全
集
』(

二
二
三
頁)

 

の
頭
注
に
は
「
ず
い
ぶ
ん
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
と
て
も
」
無
慈
悲

な
者
だ
と
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
、
「
無
慈
悲
な
者
」
を
修
飾
す
る
程
度
性
の
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
姫
君
自
身
は
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
上
、
ま
だ
起
き
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
起

き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
量
す
る
場
面
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
三
七
）
は
「
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
」
「
だ
い
た
い
」
の
意
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
文
末
に
「
う
ず
」
と
い
う
推
量
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
を
見

る
と
、
「
た
ぶ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
推
量
の
陳
述
副
詞
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
近
世

に
お
い
て
推
量
表
現
と
共
起
す
る
例
は
他
に
探
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
推
量
の
陳
述
性
の
萌
芽
が
見
ら
れ

る
と
い
う
段
階
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
た
い
て
い
」
の
陳
述
性
は
否
定

表
現
と
共
起
す
る
関
係
に
強
く
見
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
「
の
」
が
付
い
て
連
体
修
飾
す
る
も
の
が
多
数
見
え
る
な
か
で
、
「
た
い
て
い
は
」
形
も
あ
る
。 

 

【
た
い
て
い
は
】 

以
下
の(

三
八)

で
は
、
「
た
い
て
い
は
」
は
「
全
部
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

(

三
八)

女
臈
の
お
子
は
大

体

た
い
て
い

は
を
と
な
し
う
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、
男
の
子
は
悪
あ
が
き
が
過
ま
す
。 

『
浮
世
風
呂
』
二
篇 

巻
之
下
（
大
系
・
一
四
八
頁
・
一
八
〇
九
年
頃
） 

 
 

以
上
、
「
た
い
て
い
」
の
古
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
史
的
展
開
を
追
い
な
が
ら
、
意
味
用
法
別
に
見
て
き
た
が
、
次
の
第
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四
節
で
は
「
た
い
て
い
」
の
呉
音
読
み
で
あ
る
「
だ
い
た
い(

大
体)

」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 

 

第
四
節 
「
だ
い
た
い
」
の
用
法 

 
 

 

『
大
漢
和
辞
典
』（
一
九
五
九
：
四
二
四
）
の
「
だ
い
た
い
」
で
は
、
い
く
つ
か
の
意
味
の
う
ち
、「
お
ほ
よ
そ
。
あ
ら
ま
し
。

大
局
」
と
い
う
説
明
の
用
例
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
。
な
お
、
本
節
で
は
代
表
的
表
記
を
「
だ
い
た
い
」
と
す
る
。 

 (

三
九)

礼
之
大
体
、
体

天
地

、
法

四
時

、
則

陰
陽

、
順

人
情

。 
 

 
 

 

『
礼
記
』
「
喪
服
四
制
」 

 

「
礼
の
だ
い
た
い
」
と
い
う
用
法
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
名
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
『
日
国
』
第
二
版
（
二
〇
〇

一
：
六
九
四
）
で
は
「
だ
い
た
い
」
の
意
の
最
初
の
挙
例
と
し
て
、
中
世
末
期
の
『
易
林
本
節
用
集
』(

一
五
九
七
年
頃)

の
「
大

躰 

ダ
イ
タ
イ 

タ
イ
テ
イ
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
事
柄
の
あ
ら
ま
し
、
ま
た
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
の
大
多
数
。

た
い
て
い
。
」
と
い
う
意
を
記
し
、
名
詞
と
し
て
用
い
る
。
な
お
、
第
一
節
で
示
し
た
よ
う
に
『
色
葉
字
類
抄
』(

一
一
七
七
～

八
一
年
頃)

八

、
『
文
明
本
節
用
集
』(

一
四
四
四
年
頃)
に
「
大
体
」
の
見
出
し
語
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
た
い
て
い
」
と
振
り

仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、
「
だ
い
た
い
」
は
「
大
体
」
の
呉
音
読
み
で
あ
る
が
、
日
本
の

文
献
資
料
で
は
漢
音
読
み
の
「
た
い
て
い
」
よ
り
後
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
今
回
調
査
し
た
範
囲
で

は
、「
た
い
て
い
」
は
中
古
に
既
に
見
ら
れ
る
一
方
、「
だ
い
た
い
」
は
中
世
末
期
頃
か
ら
そ
の
使
用
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。 

な
お
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』「
室
町
時
代
編
」(

三)
(

一
九
八
五
～
二
〇
〇
一)

、
お
よ
び
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』(

一
九
八
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〇)

に
は
「
だ
い
た
い
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
え
な
い
。
し
か
も
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
全
作
品
、
お
よ
び
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
や
人
情
本
・
洒
落
本
・
滑
稽
本
な
ど
を
対
象
に
「
だ
い
た
い
」

を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
挙
例
を
除
き
、
す
べ
て
「
大
体(

體)

」
を
「
た
い
て
い
」
と
漢
音
読
み
し
て
い
た
。 

(

四
〇)

又
一
切
ヲ
念
佛
ト
ミ
レ
バ
念
佛
ナ
リ
。
一
念
不
生
ノ
心
地
、
阿
字
本
不
生
ノ
字
義
、
是
大
乘
修
行
ノ
大

體

ダ
イ
タ
イ

、
眞
言 

 
 

 
 

密
教
ノ
通
行
也
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
沙
石
集
』
巻
第
十
末(

三)

（
大
系
・
四
四
九
頁
・
一
二
八
三
年
頃
） 

 
 

 
 

 

右
の
「
大
体
」
に
は
「
ダ
イ
タ
イ
」
と
振
り
仮
名
が
見
え
る
が
、
『
大
系
』
本
が
底
本
と
し
た
米
沢
本
（
室
町
時
代
末
～
江

戸
時
代
前
期
の
書
写
）
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
だ
い
た
い
」
が
鎌
倉
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。 

 
(

四
一)

尤
人
情
と
云
ふ
も
の
は
、
古
今
遠
近
、
か
つ
て
変
は
る
こ
と
な
き
物
な
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大

体

だ
い
た
い

は
さ
る
こ
と
な
れ

ど
も
、
次
第
に
世
に
つ
れ
て
人
情
も
少
し
づ
つ
変
は
り
ゆ
く
こ
と
、
人
の
あ
ま
ね
く
知
る
所
な
り
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
三
〇
三
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

 

「
だ
い
た
い
」
は
『
易
林
本
節
用
集
』
に
も
見
え
る
か
ら
、(

四
〇)

（
四
一
）
の
よ
う
に
室
町
時
代
末
期
以
降
は
「
だ
い
た

い
」
の
使
用
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
も
名
詞
の
用
法
で
あ
っ
て
、
「
あ
ら
ま
し
」
の
意
で
あ
る
。

ま
た
、
「
た
い
て
い
」
と
同
じ
く
、「
の
」
を
伴
う
「
―
の
だ
い
た
い
」
は
「
（
定
め
ら
れ
た
範
囲
の
中
で
）
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」

と
い
う
用
法
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
全
部
ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。 
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第
五
節 

明
治
以
降
に
お
け
る
「
た
い
て
い
」
と
「
だ
い
た
い
」 

 
本
節
で
は
「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
「
た
い
て
い
」
と
「
だ
い
た
い
」
の
使
用
状
況
を
見
る
こ
と
に
す

る
。
前
代
に
比
べ
て
そ
の
数
は
増
加
し
て
お
り
、
引
き
続
き
三
つ
の
用
法
に
分
け
て
記
す
こ
と
に
す
る
。 

 

一 

「
た
い
て
い
」
の
使
用
様
相 

 

「
た
い
て
い
」
に
つ
い
て
、
「
雑
誌
『
太
陽
』
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・
一
九
〇
九
年
・
一

九
一
七
年
・
一
九
二
五
年
を
対
象
に
「
大
抵
」「
大
底
」
等
の
漢
字
表
記
を
含
め
て
検
索
し
た
と
こ
ろ
九

、
一
九
〇
九
年
（
明
治

四
二
年
）
を
境
に
口
語
性
を
も
つ
も
の
が
増
え
て
い
く
。
名
詞
的
用
法
と
副
詞
的
用
法
は
顕
著
に
見
ら
れ
る
一
方
、
近
世
前
期

以
降
か
ら
現
れ
た
形
容
動
詞
的
用
法
は
急
減
し
て
い
く
一
〇

。 

ま
ず
、
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
、
名
詞
お
よ
び
形
容
動
詞
の
用
例
を
挙
げ
る
。 

 ①
名
詞
的
用
法 

(

四
二)

凡
そ
國
運
の
進
む
と
い
ふ
に
は
先
づ
大
抵
の
事
が
一
緒
に
進
歩
し
な
け
れ
ば
出
來
な
い
事
で
あ
り
ま
す
。 

井
上
哲
次
郎
「
戦
争
後
の
学
術
」『
太
陽
』1

号1
8
9
5
 

②
形
容
動
詞
的
用
法 

(

四
三)

そ
れ
だ
け
に
、
勞
働
組
合
成
立
ま
で
の
六
七
十
年
間
の
努
力
は
並
た
い
て
い
で
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。 

安
倍
磯
雄
「
日
本
の
労
働
運
動
と
労
働
問
題
の
現
状
」『
太
陽
』1

3

号1
9
2
5
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同
様
に
、
慣
用
的
に
多
用
さ
れ
た
助
動
詞
「
ず
」
お
よ
び
形
容
詞
「
な
い
」
な
ど
の
否
定
形
を
伴
う
例
も
次
の
よ
う
に
依
然

と
し
て
見
え
る
。 

 【
た
い
て
い
―
な
い
／
ず
】 

(

四
四)

お
か
へ
り
と
書
い
た
手
紙
も
上
げ
た
の
に
返
事
も
な
い
は
如
何
し
た
事
か
と
大
抵
案
じ
た
事
で
は
な
い
。 

 

従
軍
人
夫
「
饗
庭
篁
村
」『
太
陽
』1

号1
8
9
5
 

(

四
五)

設
し
ひ
よ
つ
と
間
違
ひ
で
も
す
れ
ば
忽
ち
衝
突
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
抵
気
骨
の
折
れ
る
事
で
は
な
い
。 

鉄
道
駅
夫
「
万
代
花
生
」『
太
陽
』14

号1
9
0
1
 

(

四
六)

民
間
の
事
業
界
も
一
時
大
に
振
興
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
大
抵
基
礎
鞏
固
な
ら
ず
、 

渋
沢
栄
一
（
談
）「
現
下
の
経
済
界
に
対
す
る
所
見
」『
太
陽
』4

号1
9
0
1
 

  

こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
た
い
て
い
」
と
推
量
形
と
の
共
起
関
係
で
あ
る
。
近
世
ま
で
は
否
定
形
と
共
起
関
係
を
持

っ
て
い
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
推
量
形
と
も
共
起
す
る
よ
う
に
な
り
、
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
の
用
法
が
現
れ
る
に
至

る
。
次
の<

表
五-

一>

は
「
た
い
て
い
」
と
呼
応
す
る
文
末
形
式
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
い
う
陳
述
副
詞

の
範
囲
は
、「
断
定
・
推
量
『
だ
ろ
う
、
ら
し
い
、
か
も
知
れ
な
い
、
に
ち
が
い
な
い
、
ま
い
』
形
・
意
志
『
う
／
よ
う
』
形
・

疑
問
『
だ
ろ
う
か
』
形
」
（
小
林
）
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。 
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<
表
五-

一>

「
た
い
て
い
」
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係(

例) 

             

【
凡
例
】
※
「
た
い
て
い
」
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 

※
「
そ
の
他
」（
八
八
件
）
は
「
述
語
の
省
略
、
節
や
句
を
修
飾
す
る
も
の
、
伝
言
の
「
そ
う
だ
／
よ
う
だ
」
形
、
解
読
不
可
等
」

を
含
む
も
の
で
、
こ
の
表
で
は
省
く
こ
と
に
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
明
治
に
入
っ
て
「
た
い
て
い
」
と
推
量
の
意
を
表
す
文
末
表
現
と
の
呼
応
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

近
世
前
期
に
は
、
文
末
に
「
う
ず
」
と
い
う
推
量
表
現
を
と
る
文
が
一
例
見
ら
れ
た
と
前
述
し
た
が
、
明
治
に
入
る
と
、
多
様

合 

計 

否
定
形 

断
定
形 

意
志
形 

【
と
思
う
】
系 

【
だ
ろ
う
】
系 

 
 

七 二 三 二 一 ・ 
一
八
九
五 

 

二
五 

三 

一
六 

二 二 二 

一
九
〇
一 

一
七 

四 五 一 二 五 

一
九
〇
九 

四
二 

四 

三
三 

二 一 二 

一
九
一
七 

四
一 

二 

三
八 

・ ・ 一 

一
九
二
五 

一
三
二 

一
五 

九
四 

七 六 

一
〇 

合 

計 
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な
推
量
の
文
末
表
現
と
共
起
す
る
例
が
現
れ
る
。
以
下
に
文
末
に
推
量
表
現
を
と
る
例
を
挙
げ
る
。 

 

○
「
で
し
ょ
う
」
形 

(

四
七)
謎
の
や
う
な
事
を
申
し
た
、
あ
の
光
代
樣
さ
。
懇
望
し
て
居
る
の
は
大
抵
お
察
し
で
せ
う
。 

川
上
眉
山
「
書
記
官
」『
太
陽
』2

号1
8
9
5
 

(

四
八)

同
し
て
東
洋
の
安
寧
を
保
つ
事
が
叶
ひ
ま
せ
う
。
今
日
の
勢
ひ
で
戰
さ
は
勝
ち
、
大
抵
戰
爭
も
終
は
る
で
あ
り
ま
せ

う
と
思
ひ
ま
す 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
鳥
圭
介
「
日
清
教
育
の
比
較
」『
太
陽
』9

号1
8
9
5
 

 

○
「
で
あ
ろ
う
」
形 

(

四
九)

四
夜
つ
ゞ
け
て
あ
つ
た
事
で
、
ペ
イ
チ
ヤ
ン
が
如
何
に
繁
華
で
あ
る
か
ゞ
大
抵
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。 

「
北
海
道
枝
幸
砂
金
地
巡
見
（
接
前
）
」
福
地
信
世
『
太
陽
』2

号1
9
0
1
 

 

○
「
う
と
思
う
」
形 

(

五
〇)

即
ち
甲
冑
を
帶
し
て
居
る
態
で
、 

此
等
は
大
抵
支
那
甲
冑
か
ら
來
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
、 

森
大
狂
（
記
）
久
保
田
米
僊
（
談
）「
甲
冑
の
話
」『
太
陽
』1

3

号1
9
0
1
 

(

五
一)

竪
の
物
を
横
に
見
た
り
さ
へ
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
大
抵
そ
の
見
堺
ひ
は
つ
く
だ
ら
う
と
思
ふ
。 

小
杉
天
外
（
談
）「
発
売
禁
止
の
命
を
受
け
た
る
時
の
感
想 

罪
名
を
濫
用
す
る
勿
れ
」『
太
陽
』11

号1
9
0
9
 

 

○
「
と
思
わ
れ
る
」
形 

(

五
二)

ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
解
つ
た
、
し
て
見
る
と
こ
れ
も
胸
甲
を
當
て
れ
ば
大
抵
大
丈
夫
だ
と
思
は
れ
る
。 
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「
鋼
鉄
帽
の
効
能
」『
太
陽
』9

号1
9
1
7
 

○
「
は
ず
だ
」
形 

(

五
三)
計
畫
者
自
か
ら
の
悔
悟
に
出
で
た
の
で
な
い
が
、 

も
う
大
抵
解
か
つ
て
も
い
ゝ
筈
だ
。 

「
大
流
小
流
」『
太
陽
』5

号1
9
0
9
 

○
「
か
も
し
れ
な
い
」
形 

(

五
四)

最
う
大
抵
長
く
な
る
か
ら
鐵
良
の
勢
力
が
出
來
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、 

大
原
武
慶
（
談
）「
清
国
の
真
相-

清
国
の
陸
海
軍-

」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

○
「
う
／
よ
う
」
形 

(

五
五)

十
指
の
指
し
て
可
と
す
る
も
の
を
擧
げ
た
な
ら
ば
大
抵
拔
擢
を
誤
る
こ
と
は
な
か
ら
う
と
信
ず
る
。 

池
田
龍
一
「
人
物
抜
擢
の
四
要
件
」『
太
陽
』11

号1
9
2
5
 

 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
に
入
る
と
、
「
う
／
よ
う
」
形
、
「
だ
ろ
う
」
形
、
「
と
思
う
」
形
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
量
表
現
と
共

起
し
て
、
そ
の
判
断
が
成
立
す
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
推
量
の
陳
述
副
詞

と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
大
正
期
の
用
例
一
一

に
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
現
代
語
に
お
け
る

推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
の
用
法
を
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

(

五
六)

そ
の
口
振
で
、
三
吉
に
は
、
親
戚
の
間
に
隠
れ
た
男
女
の
関
係
と
い
う
こ
と
だ
け
読
め
た
。
誰
が
こ
の
娘
に
言
い
寄

ろ
う
と
し
た
か
、
そ
ん
な
心
当
り
は
少
し
も
無
か
っ
た
。「
大
抵
叔
父
さ
ん
に
は
解
り
ま
し
た
ろ
う
ネ
」「
解
ら
な
い
」

三
吉
は
首
を
振
っ
た
。
「
何
か
又
、
お
前
が
誤
解
し
た
ん
だ
ろ
う
―
―
雲
を
烟
と
間
違
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」 

島
崎
藤
村(

一
九
一
一)

『
家
』
五
四
六
頁 
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(
五
七)

渠
は
か
の
女
の
財
布
の
中
と
自
分
の
ポ
ケ
ト
と
を
そ
ら
で
数
へ
て
見
て
、
大
抵
大
丈
夫
だ
ら
う
と
決
心
し
、
か
の
女 

だ
け
を
そ
の
次
ぎ
に
つ
づ
く
二
等
車
へ
乗
せ
て
や
つ
た
。 

 
 

 
 

 
 

岩
野
泡
鳴
『
泡
鳴
五
部
』
一
〇
六
七
頁 

 

た
だ
し
、
本
稿
で
研
究
対
象
と
し
た
他
の
推
量
の
陳
述
副
詞
と
比
べ
る
と
、
そ
の
成
立
は
か
な
り
遅
い
。
で
は
、
同
じ
時
期

に
「
だ
い
た
い
」
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
次
に
見
て
い
く
。 

 

二 

「
だ
い
た
い
」
の
使
用
様
相 

 

「
だ
い
た
い
」
も
、「
た
い
て
い
」
と
同
様
に
、「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・

一
九
〇
九
年
・
一
九
一
七
年
・
一
九
二
五
年
を
対
象
に
「
だ
い
た
い
」（
「
大
体
」「
大
體
」
等
を
含
む
）
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、

全
九
五
例
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
文
語
は
六
七
例
、
口
語
は
二
八
例
で
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
の
数
値
は(

一
九
二
五
年

の
一
例
を
除
外
し
て)

一
九
〇
一
年
に
集
中
的
に
現
れ
る
一
二

。 

前
節
で
「
だ
い
た
い
」
の
変
遷
過
程
を
見
た
が
、
名
詞
的
用
法
が
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
に
入
る
と
そ
の
使
用

量
は
増
え
、
名
詞
的
用
法
、
副
詞
的
用
法
も
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
形
容
動
詞
的
用
法

は
見
え
な
か
っ
た
。 

し
か
し
、
「
だ
い
た
い
」
は
「
た
い
て
い
」
と
違
っ
て
、
文
語
的
性
格
が
強
い
。
文
語
で
は
名
詞
的
な
も
の
が
多
く
見
ら
れ

る
一
方
、
口
語
で
は
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
。
以
下
、
用
法
別
に
見
て
み
る
。(

な
お
、
用
例
の
中
に
は

旧
字
体
も
併
用
さ
れ
て
い
る)
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①
名
詞
的
用
法 

  

近
世
後
期
に
見
ら
れ
た
「
そ
の
だ
い
た
い
」
形
な
ど
、
前
代
か
ら
続
き
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
意
味
用
法
の
面
で
は
「
普

通
の
・
一
般
的
な
」
な
ど
の
意
で
、
ま
た
指
示
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。 

 

(

五
八)

今
の
教
育
家
の
往
々
口
に
す
る
所
、 

予
輩
も
そ
の
大
体
の
主
意
に
は
同
意
を
表
す
。 

大
町
桂
月
「
教
育
時
評
」『
太
陽
』1

0

号1
9
0
1
 

(

五
九)

人
格
と
い
ふ
大
体
の
觀
念
を
知
了
し
居
れ
ば
、 

そ
れ
で
此
徳
育
方
案
に
就
い
て
論
述
す
る
に
は
充
分
で
あ
る
。 

中
島
力
造
「
人
格
の
観
念
を
基
礎
と
せ
る
徳
育
法
」『
太
陽
』1

2

号1
9
0
1
 

(

六
〇)

け
れ
ど
も
、
構
造
法
の
大
体
は
、
同
一
理
に
基
い
た
も
の
で
、 

石
原
笠
軒
「
煖
室
法
の
種
類
」『
太
陽
』2

号1
9
0
1
 

 
 

ま
た
、
次
の(

六
一
）
～(

六
三)

は
、「
通
じ
て
・
お
い
て
」
が
付
い
て
一
三

、
全
体
と
し
て
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
（
こ
れ
ら
は
連
語
と
し
て
扱
う
立
場
も
あ
ろ
う
） 

 (

六
一)

其
の
眼
識
能
く
大
体
に
通
じ
て
、
内
治
外
交
に
對
す
る
の
經
綸
も
頗
る
聞
く
可
き
も
の
あ
り
き
。 

内
閣
書
記
官
長
『
太
陽
』4

号1
9
0
1
(

文
語)

 

(

六
二)

郵
船
會
社
に
附
與
し
た
る
金
額
の
一
部
を
清
國
航
路
に
充
用
す
る
の
方
針
を
採
り
、
議
會
は
斯
の
案
を
通
過
し
た
り
。

吾
人
は
大
体
に
於
て
政
府
が
從
來
の
方
針
を
改
め
、
力
を
海
外
航
路
に
盡
す
に
至
り
た
る
を
喜
ぶ
も
の
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 

小
松
崎
筑
嶺
「
昨
年
の
経
済
問
題
」『
太
陽
』1

号1
9
0
1
(

文
語)

 

(

六
三)

「
宗
匠
派
の
方
は
幾
ら
か
其
れ
に
理
屈
を
混
ぜ
て
居
る
と
云
ふ
事
が
大
体
に
於
て
の
差
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
す
、
」 
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正
岡
子
規
（
談
）
「
俳
諧
新
旧
派
の
異
同
」
『
太
陽
』4

号1
9
0
1
(

口
語)

 

 

②
副
詞
的
用
法 

 

『
大
言
海
』(
一
九
五
二:

一
二
四
三)

に
「
だ
い
た
い
」
一
四

の
項
目
に
副
詞
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
「
オ
ホ
ヨ
ソ
、
ア
ラ
マ
シ
、

大
略
、
大
抵
、
大
概
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
語
が
中
心
と
な
る
新
聞
記
事
一
五

を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
が
副
詞
的
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
含
め
て
考
え
る
と
、
明
治
初
期
に
入
っ
て
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
は
じ
め
、
そ
の
機

能
を
整
え
て
い
く
段
階
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
は
「
ほ
と
ん
ど
全
部
」
「
あ
る
判
断
が
ほ
と
ん
ど
成
立

す
る
様
子
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 (

六
四)

大
体
現
今
の
風
俗
は
徳
川
時
代
に
比
す
れ
ば
迥
に
進
歩
し
て
居
る
。 

井
上
哲
次
郎
「
風
俗
改
良
問
題
」『
太
陽
』12

号1
9
0
1
 

(

六
五)

勞
働
組
合
は
、
ど
う
い
ふ
こ
と
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
だ
い
た
い
、
三
箇
條
の
必
須
の
目
的
を
擧
げ
る

こ
と
が
出
來
る
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

安
倍
磯
雄
「
日
本
の
労
働
運
動
と
労
働
問
題
の
現
状
」『
太
陽
』13

号1
9
2
5
 

(

六
六)

万
望
貴
君
の
御
忠
告
が
得
ら
れ
ゝ
ば
好
い
が
…
…
』
と
、
話
し
ぶ
り
は
少
し
唐
突
で
あ
る
が
、
大
体
話
を
す
る
の
が

彼
に
取
り
て
は
非
常
の
苦
痛
で
、
我
な
が
ら
強
ひ
て
励
ま
し
て
云
つ
て
居
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
た
、 

上
村
左
川
（
訳
）
コ
ナ
ン
、
ド
イ
ル
（
作
）「
再
婚
」『
太
陽
』1

3

号1
9
0
1
 

 

こ
れ
が
、(

六
六)

の
よ
う
に
、
比
況
の
「
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
を
伴
う
肯
定
文
で
用
い
ら
れ
る
と
、
そ
の
判
断
が
成
立
す

る
気
持
ち
を
表
す
意
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
次
の(

六
七)

の
よ
う
に
、
文
末
に
「
で
き
な
い
」
と
い
う
表
現
を
と
る
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と
、「
ま
っ
た
く
…
…
（
い
ま
だ
）
…
…
で
き
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、「
全
面
的
に
」
の
意
を
帯
び
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
見
ら
れ
る
。 

 (

六
七)
今
や
我
國
に
於
て
は
精
製
糖
業
は
餘
程
進
歩
し
た
け
れ
ど
も
、
大
体
製
糖
業
は
未
だ
完
全
の
域
に
達
し
た
り
と
云
ふ

こ
と
が
出
來
ま
せ
ん
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴
木
藤
三
郎
（
談
）「
台
湾
の
製
糖
業
」『
太
陽
』7

号1
9
0
1
 

 

『
日
国
』
で
は
、「
断
定
的
に
物
事
を
決
め
つ
け
た
り
、
相
手
を
非
難
し
た
り
す
る
気
持
ち
で
用
い
る
。
土
台
。
一
体
全
体
」

と
い
う
語
釈
の
も
と
、
森
本
薫
の
『
僕
は
、
大
体
始
め
っ
か
ら
何
に
も
云
は
な
い
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
』（
『
華
々
し
き
一
族
』

一
九
三
五
年
）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、(

六
七)

は
そ
の
意
味
に
結
び
つ
い
て
い
く
も
の
で
あ
ろ
う
。 

「
だ
い
た
い
」
の
変
遷
過
程
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
近
代
以
前
ま
で
は
僅
か
な
用
例
し
か
得
ら
れ

ず
、
副
詞
の
用
法
は
必
ず
し
も
明
確
に
し
が
た
い
が
、
明
治
初
期
に
入
っ
て
、
名
詞
的
用
法
・
副
詞
的
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
云
え
る
。 

 

 

第
六
節 

ま
と
め 

  

「
た
い
て
い
」
は
中
古
以
降
、
名
詞
的
用
法
と
と
も
に
副
詞
的
用
法
が
見
ら
れ
る
中
、
近
世
前
期
の
資
料
か
ら
は
形
容
動
詞

的
用
法
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
明
治
に
入
る
と
、
そ
の
形
容
動
詞
的
性
格
は
失
わ
れ
る
。
意
味
面
で
は
、
「
限
定
さ
れ
た

範
囲
の
中
で
占
め
る
部
分
が
多
い
」
な
ど
の
意
か
ら
、
「
普
通
・
一
般
的
」
と
い
っ
た
概
括
的
な
意
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
近
世
前
期
か
ら
否
定
表
現
を
伴
う
こ
と
で
「
普
通
・
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
を
生
じ
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さ
せ
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
推
量
の
文
末
表
現
と
結
び
つ
い
て
、
推
量
の
陳
述
性
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。 

                                         

          

 

一 

『
日
本
語
の
語
源
辞
典
』(

二
〇
○
五)

四
六
頁 

二 
 

今
回
の
調
査
で
は
、
上
代
の
『
古
事
記
』
『
出
雲
国
風
土
記
』
や
『
風
土
記
歌
謡
』
か
ら
「
大
抵
」
「
大
體
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
も

の
の
、
依
拠
本
に
お
け
る
振
り
仮
名
は
「
お
ほ
か
た
／
お
お
む
ね
」
で
あ
っ
た
。(

以
下
の
用
例
a
、
b
の
表
記
は
『
日
本
古
典
文
学

大
系
』
に
従
う
） 

(

a)

大
抵
所
ㇾ

記
者
、
自
二

天
地
開
闢
一

始
以
訖
二

于
小
治
田
御
世
一

。 

(

大
抵

お
ほ
か
た

記
す
所
は
、
天
地
開
闢
よ
り
始
め
て
、
小
治
田
の
御
世
に
訖
る
。)

『
古
事
記
』(

大
系)

 

(

b)

宣
言
、
「
大
體
雖
レ

見
、
無
二

小
目
一

哉
」 

(

そ
の
時
宣
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
大
體

お
ほ
か
た

に
見
れ
ど
も
小
目
な
き
か
も
」
と
云
り
た
ま
ひ
き
。
か
れ
、
號
け
て
小
目
野
と
曰
ふ
。
こ
こ

に
從
臣
、
井
を
開
き
き
。
故
、
佐
々
の
御
井
と
云
ふ
。)

『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
毛
郡(

大
系)

 

三 
 

市
村(

二
〇
一
二)

四
七
頁 

引
用 

四 

『
新
全
集
』(

二
二
七
頁)

で
は
「
大
抵
」
、
『
大
系
』(

六
四
頁)

で
は
「
太
抵
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
大
系
』
の
表
記

に
従
う
。 

五 

『
新
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
近
世
の
諸
作
品
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
名
詞
的
用
法
の
二
六
例
の
う
ち
、
「
た
い
て
い
の
こ
と(

事)

」

形
は
一
一
例
で
あ
っ
た
。 

六 

「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
か
ら
「
た
い
て
い
」
（
「
大
抵
」
「
大
底
」
な
ど
の
表
記
も
含
む
）
を
検
索
し
た
と

こ
ろ
、
全
一
八
例
が
得
ら
れ
た
。
「
の
」
「
は
」
な
ど
が
付
い
た
「
た
い
て
い
の
」
「
た
い
て
い
は
」
形
は
九
例
、
副
詞
的
用
法
は
四

例
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
並
た
い
て
い
の
こ
と
～
で
は
な
い
」
形
は
四
例
、
「
並
た
い
て
い
で
は
な
い
」
形
は
一
例
で
あ
っ
た
。 

七 
 

用
例
は
『
大
系
』
に
依
っ
た
。 

八 

「
大
軆 

タ
イ
テ
イ
。
大
抵 

タ
イ
テ
イ 

大
宗
也
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。 
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九 

 
検
索
結
果
、
全
六
七
二
例
の
う
ち
、
文
語
は
二
三
〇
例
、
口
語
は
四
四
二
例
で
あ
っ
た
。 

一
〇 
口
語
に
よ
る
「
た
い
て
い
」
は
、
副
詞
的
用
法
は
二
七
四
例
、
名
詞
的
用
法
は
一
五
四
例
、
形
容
動
詞
的
用
法
は
一
四
例
で
あ
っ
た
。 

一
一 

例(
五
六)

(

五
七)

は
『(

C
D

‐R
O
M

版)

新
潮
文
庫 

大
正
の
文
豪
』(

新
潮
社)

か
ら
検
索
し
た
一
部
の
も
の
で
あ
る
。 

一
二 

文
語(
六
七
例)

の
場
合
、
名
詞
的
用
法(

「
助
詞
な
ど
が
付
い
た
も
の
」
及
び
「
だ
い
た
い
に
付
い
て
・
お
い
て
な
ど
」)

は
六
三
例
、

副
詞
的
用
法
は
四
例
で
あ
る
。
口
語(

二
八
例)

の
場
合
、
名
詞
的
用
法
は
二
〇
例
、
副
詞
的
用
法
は
八
例
で
あ
る
。 

 

一
三 

口
語
の
名
詞
的
用
法(

二
〇
例)

の
う
ち
、
「
大
体
に
於
い
て
」
は
三
例
で
あ
る
。 

一
四 

名
詞
と
し
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
『
大
言
海
』(

一
九
五
二)

一
二
四
三
頁 

一
五

「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」(

二
〇
一
四
年
一
月
一
日
～
二
〇
一
四
年
一
月
三
一
日)

か
ら
全
二
一
例
が
得
ら
れ
、

そ
の
う
ち
、
名
詞
的
用
法
は
一
例
、
副
詞
的
用
法
は
二
〇
例
で
あ
っ
た
。
副
詞
的
用
法
の
場
合
は
、
「
だ
い
た
い
」
は
推
量
の
「
と

思
う
」
形
な
ど
と
共
起
す
る
も
の
も
見
え
た
。 

・ 

「
火
山
の
噴
火
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
大
体
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
」 

 
 

 
 

 
 
 

二
〇
一
四
年
一
月
一
四
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊 

・ 
 

感
想
戦
で
両
対
局
者
が
検
討
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
。
第
2
回
電
王
戦
で
ツ
ツ
カ
ナ
に
敗
れ
た
船
江
五
段
は
「
自
分
の
公
式
戦
も
後

日
ツ
ツ
カ
ナ
に
検
討
さ
せ
て
ま
す
が
、
だ
い
た
い
正
し
い
と
思
う
」
。 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
四
年
一
月
一
一
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊 

・ 
 

大
体
日
本
人
は
群
れ
に
な
る
と
安
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
け
ど
、 

 
 

 
 
 

二
〇
一
四
年
一
月
一
八
日
『
朝
日
新
聞
』
朝
刊 
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第
六
章 

「
た
い
が
い
」
に
つ
い
て 

  

第
一
節 
は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
た
い
が
い
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
や
文
法
書
な
ど
に
「
事
態
や
行
為
が
行
わ
れ
る
確
率
が
高
い
こ

と
を
推
量
す
る
副
詞
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
工
藤(

一
九
八
二:

五
三)

は
「
た
い
て
い
」
と
と
も
に
「
推
測
」
を
表
す
副

詞
に
分
類
し
て
お
り
、(

一)

の
よ
う
に
大
正
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
推
量
表
現
と
共
起
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 (

一)

一

例
の(

考
え
て
お
こ
い)

だ
か
ら
、
大
概
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
。 

 

志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
』(

工
藤 

一
九
八
二
よ
り)

 

 

一
方
、
『
大
漢
和
辞
典
』(

一
九
五
六:

三
七
七)
の
「
た
い
が
い
」
に
「
あ
ら
ま
し
。
ひ
と
と
ほ
り
。
大
槩
二

に
同
じ
。
」
と

い
う
説
明
が
あ
り
、(

二)

の
よ
う
に
連
用
修
飾
の
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。 

 (

二)

大
概
於
二

唐
人
詩
一

誦
レ

之
尤
習 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
全
唐
詞
話
』(

序)
 

 

こ
れ
を
み
る
と
、
「
た
い
が
い
」
は
中
国
か
ら
日
本
に
受
容
さ
れ
る
際
、
「
あ
ら
ま
し
。
ひ
と
と
ほ
り
」
と
い
う
名
詞
と
し

て
の
意
味
用
法
が
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
、
現
代
語
の
よ
う
に
「
事
態
や
行
為
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
推
量
す

る
」
と
い
う
意
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 
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『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版(

二
〇
○
一:

五
九
八
、
以
下
『
日
国
』
と
称
す
る)

に
よ
る
「
た
い
が
い
」
の
最
も
古
い
挙

例
は
平
安
時
代
の
『
小
右
記
』(

一
〇
一
六
年
頃)

の
も
の
で
あ
る
。 

 (

三)

三

天
旨
難
レ

背
。
仍
聊
廻
二

愚
慮
一

、
大
概
洩
ㇾ

奏
耳
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
小
右
記
』
長
和
四
・
七
・
七(

一
〇
一
六
年
頃)

 

 

こ
の
「
た
い
が
い
」
は
「
あ
る
物
事
の
大
筋
と
な
る
部
分
、
だ
い
た
い
の
あ
ら
ま
し
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
名
詞
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
中
国
語
そ
の
ま
ま
の
意
味
用
法
を
承
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
「
た
い
が
い
」
が
ど
の

よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
現
代
語
の
よ
う
に
陳
述
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
歴
史
的
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
本
章
の
代
表
的
表
記
は
「
た
い
が
い
」
と
す
る
。
用
例
の
所
在
は
作
品
名
、
依
拠
本
名
、
頁
、
成
立
年
度
を
示
す
。
用

例
を
引
用
す
る
際
、
依
拠
本
の
振
り
仮
名
は
省
略
す
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
表
記
す
る
。
漢
字
表
記
は
旧
・
新
字
体
を
併
用
す

る
。 

  

第
二
節 

中
古
か
ら
近
世
に
お
け
る
「
た
い
が
い
」
の
変
遷
過
程 

 

一 

中
古
～
中
世 

 

平
安
時
代
に
名
詞
と
し
て
既
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
『
大
鏡
』
に
も
似
た
よ
う
な
例
が
見
え
る
。 
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(
四)

今
日
之
事
大
概
如
此
人
〻
裝
束
盡 シ
レ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
大
鏡
』
「
裏
書
」(

大
系
・
四
一
三
頁
・
平
安
後
期
頃)

 

 

こ
の
ほ
か
、
『
色
葉
字
類
抄
』
に
「
大
概 

タ
イ
カ
イ 

云
大
宗
也
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
が
、
漢
文
訓
読
調
で
用
い
ら
れ

る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
中
世
後
期
に
な
る
と
用
例
が
少
し
増
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
に
新
し
い

用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
に
、
中
世
の
資
料
に
見
ら
れ
る
「
た
い
が
い
」
を
形
態
別
に
「
た
い
が
い
＋α

」
類
と
「
た

い
が
い
φ
」
類
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。 

 
 

一
・
一 

「
た
い
が
い
＋α

」
類 

 
 【

助
詞
な
ど
が
付
く
名
詞
的
用
法
】 

(

五)

お
よ
そ
、
家
を
守
り
、
芸
を
重
ん
ず
る
に
よ
つ
て
、
亡
父
の
申
し
置
き
し
事
ど
も
を
、
心
底
に
さ
し
は
さ
み
て
、
大
概

を
録
す
る
所
、
世
の
謗
り
を
忘
れ
て
道
の
廃
れ
ん
事
を
思
ふ
に
よ
り
て
、
ま
つ
た
く
他
人
の
才
学
に
及
ぼ
さ
ん
と
に
は

あ
ら
ず
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

『
風
姿
花
伝
』
第
三(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
二
四
六
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃)

 

(

六)

お
よ
そ
、
か
く
の
ご
と
く
、
近
年
の
見
聞
を
安
得
し
て
、
大
概
を
書
す
る
所
、
応
永
年
内
の
作
能
の
数
々
、
末
代
に
も

さ
の
み
甲
乙
あ
ら
じ
と
覚
え
た
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
三
道
』(

同
右
・
三
七
〇
頁)

 

(

七)

是
事
ガ
ア
ル
ホ
ド
ニ
、
其
事
ノ
起
ヲ
一
々
ニ
大
概
ヲ
載
タ
ゾ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
史
記
抄
』
三(

一
四
七
七
年
頃
）

(

八)

心
う
れ
し
き
春
に
こ
そ
あ
れ 

 

あ
ひ
に
あ
ふ
新
枕
香
の
梅
咲
き
て 
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こ
の
前
句
に
鶯
の
待
つ
に
鳴
き
た
る
と
も
、
ま
た
、
花
の
咲
き
た
る
を
尋
ね
得
た
り
な
ど
と
し
て
も
、
大
概
は
付
け
侍

れ
ど
も
、
小
眼
に
あ
た
る
に
あ
ら
ず
。 

 
 
 
 

『
連
歌
比
況
集
』(

連
歌
論
集
・
新
全
集
・
一
九
一
頁
・
一
五
〇
九
年
頃)

 

(

九)
酒
モ
ヨ
イ
悪
ハ
ア
レ
ド
モ
、
大
ガ
イ
ハ
同
者
ナ
リ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

『
玉
塵
』
一(

一
五
六
三
年
頃
） 

 

(

五)

～(

七)
は
「
を
」
を
と
り
、(

八)
(

九)

は
「
は
」
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
た
い
が
い
＋α

」
類
と
し
て
、
「
大

部
分
。
だ
い
た
い
の
あ
ら
ま
し
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。(

五)

～(

七)

の
「
た
い
が
い
」
の
ヲ
格
は
「
録
す
る
所
」
「
書

す
る
所
」
、
動
詞
「
載
せ
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
。(

八)
(

九)

は
「
た
い
が
い
は
Ａ
ど
も
、
Ｂ
」
「
Ａ
ど
も
、
た
い
が
い
は
Ｂ
」

と
い
う
文
型
で
、
ド
モ
節
の
事
柄
を
認
め
な
が
ら
、
Ｂ
の
内
容
を
強
調
す
る
。(

六)

は
、
近
年
に
見
聞
き
し
て
得
ら
れ
た
こ
と

を
大
ま
か
に
書
き
記
し
た
も
の
、(
九)

は
酒
に
も
良
し
悪
し
が
あ
る
け
ど
、
物
事
の
大
筋
と
な
る
部
分
は
だ
い
た
い
同
じ
で
あ

る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
の(

一
〇)

の
よ
う
に
「
た
い
が
い
」
に
断
定
の
「
ナ
リ
」
が
付
い
て
述
語
的
に

用
い
ら
れ
る
も
の
も
見
え
る
。
こ
れ
は
「
能
の
構
成
の
概
要
で
あ
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
。 

 

(

一
〇)

ま
た
、
出
物
の
舞
楽
の
人
体
に
よ
り
て
、
切
拍
子
な
ど
に
て
入
る
事
も
あ
る
べ
し
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
、
長
く
て

は
悪
か
る
べ
し
。
長
短
の
事
、
音
曲
の
句
数
を
以
て
計
ら
ふ
べ
し
。
こ
れ
、
序
風
の
能
姿
、
大
概
な
り
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
三
道
』(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
三
五
八
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃)

 

 

【
形
容
動
詞
的
用
法
】 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
編
」(

三)
(

一
九
八
五
～
二
〇
〇
一:

九
二
七)

の
「
た
い
が
い
」
の
項
に
、
形
容
動

詞
と
し
て
「
細
部
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
大
ま
か
な
対
処
で
、
事
が
済
ま
さ
れ
る
さ
ま
を
表
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
程
度
性
が
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含
ま
れ
て
い
る
。
抄
物
類
で
は
「
た
い
が
い
に
」
形
で
連
用
修
飾
の
用
法
が
見
ら
れ
る
四

。
こ
れ
は
近
世
に
至
っ
て
相
手
の
行

動
な
ど
に
対
し
て
い
い
加
減
に
し
て
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
と
し
て
「
た
い
が
い
に
し
て
」
形
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。 

 

(

一
一)
今
ハ
簡
要
ニ
セ
ウ
ズ
、
提
網
ヲ
バ
大
概
ニ
シ
テ
、
謝
語
ナ
ン
ド
ヲ
結
構
ス
ル
ゾ 『

勅
規
桃
源
抄
』
四
（
一
四
七
七
年
頃
） 

(

一
二)

大
概
二
見
タ
事
リ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
毛
詩
抄
』
三(

一
五
三
九
年
頃)

 

 

一
・
二 

「
た
い
が
い
φ
」
類 

 

単
独
で
用
い
ら
れ
て
副
詞
的
に
機
能
す
る
用
法
が
見
え
る
。
『
日
国
』
に
は
『
兵
範
記
』
（
一
一
五
三
年
）
の
「
奉
仕
御
装

束
、
大
概
見
ニ

于
指
図
一

」
が
最
も
古
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
で
も
（
一
三
）
の
よ
う
に
鎌
倉

時
代
に
は
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。 

 
 (

一
三)

重
障
除
ル
事
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
知
レ
タ
リ
。
是
レ
古
人
ノ
譬
ニ
キ
カ
ズ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
私
シ
ニ
思
ヒ
ヨ
リ
侍
リ
。
念
佛
・

眞
言
ハ
大
概
風
情
ア
ヒ
ワ
タ
リ
、
義
門
互
ニ
相
資
シ
テ
、
信
ヲ
マ
ス
ベ
シ
。 

『
沙
石
集
』(

大
系
・
一
二
三
頁
・
一
二
八
三
年
頃)

 

(

一
四)

「
何
レ
モ
異
説
多
端
、
委
細
盡
ス
ニ
不
遑
。
蓬
蓽
ニ
傳
ル
所
ノ
一
説
、
大
概
是
ニ
テ
候
。
」
ト
委
細
ニ
ゾ
答
申
タ
リ

ケ
ル
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
太
平
記
』
巻
第
二
十
五(

大
系
・
四
六
〇
頁
・
一
三
七
五
年
頃)

 

(

一
五)

お
よ
そ
、
若
年
よ
り
こ
の
か
た
、
見
聞
き
及
ぶ
所
の
稽
古
の
条
々
、
大
概
注
し
置
く
所
な
り
。 

『
風
姿
花
伝
』(

能
楽
論
集
・
新
全
集
・
二
一
〇
頁
・
一
四
〇
〇
年
頃)
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(

一
六)

さ
き
ざ
き
、
大
概
見
渡
し
て
、
そ
の
里
の
辺
に
松
あ
り
、
そ
の
所
に
は
河
あ
り
と
心
あ
て
を
し
て
と
ほ
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

『
連
歌
比
況
集
』(

連
歌
論
集
・
新
全
集
・
一
七
一
頁
・
一
五
〇
九
年
頃)

 

(

一
七)
但
君
ト
シ
テ
ハ
イ
ヅ
レ
ノ
宗
ヲ
モ
大
概
シ
ロ
シ
メ
シ
テ
捨
ラ
レ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ゾ
國
家
攘
災
ノ
御
ハ
カ
リ
コ
ト
ナ
ル

ベ
キ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
神
皇
正
統
記
』(

大
系
・
一
一
五
頁
・
南
北
朝
時
代
頃)

 

 

い
ず
れ
も
意
味
の
面
で
は
「
あ
ら
ま
し
、
ひ
と
と
お
り
」
と
い
う
意
味
を
そ
の
ま
ま
受
け
つ
い
で
、
た
と
え
ば(

一
五)

は
「
若

い
頃
か
ら
見
て
聞
い
た
稽
古
の
あ
り
方
を
大
ま
か
に
書
き
記
す
」
と
い
う
こ
と
、(

一
六)

は
連
歌
な
ど
を
み
る
時
、
ど
の
よ
う

な
心
持
ち
が
い
い
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
の
答
え
の
一
部
で
、
ま
ず
は
「(

全
体
的
に)

だ
い
た
い
見
渡
し
て
」
と
い
う
こ
と

を
表
す
。
こ
の
よ
う
に
「
細
か
い
こ
と
は
気
に
せ
ず
、
全
部
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
、
だ
い
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
を

表
す
。
構
文
的
に
み
る
と
、
主
に
節
や
断
定
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。(

一
四)

(

一
五)

は
断
定
文
、(

一
三)

(

一
六)

(

一
七
）

は
テ
節
や
句
に
か
か
っ
て
い
る
。 

以
上
、
名
詞
性
が
強
く
見
ら
れ
る
原
義
を
保
ち
つ
つ
も
、
形
容
動
詞
や
副
詞
の
用
法
を
生
じ
さ
せ
、
多
様
化
し
て
き
た
様
相

が
う
か
が
わ
れ
る
。 

 

二 

近
世 

 

近
世
初
期
の
『
邦
訳
：
日
葡
辞
書
』(

一
九
八
〇
：
六
〇
四)
で
は
「V

o
y
o
s
o
n
o
 
c
o
t
o
(

お
よ
そ
の
こ
と)

大
部
分
、
あ
る
い

は
、
お
お
よ
そ
」
と
記
さ
れ
、
名
詞
的
な
も
の
を
代
表
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
た
い
が
い
」
の
名
詞

と
し
て
の
用
法
は
、
調
査
し
た
範
囲
で
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
近
世
に
お
け
る
「
た
い
が
い
」
の
使
用
状
況
に
つ
い

て
、
同
じ
く
「
た
い
が
い
＋α

」
類
、
「
た
い
が
い
φ
」
類
に
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 
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二
・
一
「
た
い
が
い
＋α

」
類 

 
ま
ず
、
名
詞
的
用
法
と
し
て
は
依
然
と
し
て
「
を
」
格
を
と
る
も
の
が
あ
る
一
方
、
「
の
」
を
伴
う
連
体
用
法
が
初
め
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
指
示
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
も
の
も
現
れ
る
。
特
に
、
指
示
詞
を
伴
う
傾
向
は
「
た
い
が

い
」
の
ほ
か
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
「
だ
い
た
い
」
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
文
で
述
べ
た
内
容
を
受
け
て
、
そ

の
概
略
的
な
こ
と
を
表
す
用
法
で
あ
る
。 

 

【
助
詞
な
ど
が
付
く
名
詞
的
用
法
】 

(

一
八)

大
概
を
論
ず
る
と
き
は
、
ま
づ
万
葉
な
ど
は
あ
り
の
ま
ま
に
て
、
実
情
と
云
ふ
べ
し
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
三
三
七
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

 

【
た
い
が
い
の
名
詞
／
名
詞
の
た
い
が
い
】 

(

一
九)

其
ウ
ヘ
衣
類
食
物
ハ
、
望
ノ
通
ニ
イ
タ
サ
セ
、
遊
興
物
參
等
、
心
任
ニ
致
コ
ト
ナ
レ
バ
、
大
概
ノ
孝
行
ハ
致
シ 

 
 

 
 

 
 

候
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

『
都
鄙
問
答
』(

大
系
・
三
八
四
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

(

二
〇)

心
の
操
定
ら
ざ
る
事
か
く
の
ご
と
し
。
重
忠
幼
よ
り
聖
賢
の
書
を
読
み
、
人
の
道
の
大
概
を
知
る
。 

『
古
今
奇
談 

英
草
紙
』
第
三
巻(

新
全
集
・
一
一
七
頁
・
一
七
四
九
年
頃)

 

(

二
一)

古
今
ヲ
合
セ
タ
ル
ガ
趣
向
也
。
丁
ド
詠
歌
ノ
大
概
ニ
同
ジ
。 

 
 
 
 

『
槐
記(

抄)

』(

大
系
・
四
七
五
頁
・
江
戸
時
代
） 

 

【
そ
の
＋
た
い
が
い
】 
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(
二
二)

そ
の
歌
い
か
に
秀
逸
と
い
へ
ど
も
、
取
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
さ
れ
ば
先
達
も
こ
れ
を
重
く
教
へ
た
ま
ひ
て
、
そ
の

書
又
多
し
。
さ
れ
ど
も
そ
の
大
概
は
、
書
き
も
記
す
べ
け
れ
ど
も
、
精
し
き
こ
と
は
書
き
記
し
が
た
し
。(

中
略
）
今

の
世
、
「
て
に
は
」
伝
授
と
云
ふ
こ
と
も
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
も
そ
の
大
概
に
て
、
な
か
な
か
「
て
に
は
」
伝
授
を
し

た
れ
ば
と
て
、
悉
く
「
て
に
は
」
の
悟
ら
る
る
物
に
も
あ
ら
ず
。 『

排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
三
四
四
頁
・
江
戸
中
期
頃)

 

次
は
、
形
容
動
詞
的
用
法
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
「
た
い
が
い
に
」
形
で
事
柄
や
事
態
を
あ
る
程
度
で
済
ま
せ
る
さ
ま
を
表

す
。
す
で
に
中
世
後
期
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
近
世
後
期
の
黄
表
紙
『
敵
討
義
女
英
前
代
』
な
ど
で
は
「
た
い
が
い
に
す
る
／

し
て
」
形
と
し
て
「
い
い
加
減
に
す
る
／
し
て
」
と
い
う
意
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
明
治
に
ま
で
固
定
的
な
表
現
と

し
て
使
用
さ
れ
続
け
る
。 

 

【
た
い
が
い
に
】 

(

二
三)

(

茶
や
男
→
女
房)

◯
台
所
に
は
男
ど
も
が 

茶
や
男
「
お
か
み
さ
ま
。
あ
れ
は
何
か
、
お
か
し
な
も
の
で
御
座
り
ま
す 

ぞ
へ
。
大
が
い
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
お
か
へ
し
被
成
ま
せ
ぬ
か
」 

『
遊
子
方
言
』(

新
全
集
・
四
四
頁
・
一
七
七
〇
年
頃)

 

(

二
四)

或
人
曰
。
「
小
見
世
の
女
郎
は
初
会
な
ぞ
に
、
『
わ
つ
ち
や
子
ど
も
の
時
は
丁
子
や
に
居
や
し
た
』
の
『
扇
屋 

に
ゐ
た
』
の
と
、
と
は
ず
が
た
り
を
す
る
も
の
な
り
。
こ
れ
は
小
み
せ
に
居
る
を
は
ぢ
て
の
ま
け
を
し
み
な
り
。 

 

た
い
が
い
に
聞
ひ
て
を
く
べ
し
」
と
云
々
。 

 
 
 
 

『
傾
城
買
四
十
八
手
』(

新
全
集
・
一
一
五
頁
・
一
七
九
〇
年
頃)

 

(

二
五)

ま
こ
と
に
み
へ
も
無
く
か
ざ
り
も
無
く
、
傾
城
も
楽
屋
は
只
の
女
に
て
、
爰
に
い
ろ

〱
あ
れ
ど
も
、
こ
と
繋
く
、

ま
た
あ
か
ら
さ
ま
に
は
あ
ら
わ
し
難
く
、
御
存
知
の
お
か
た
は
大
概
に
御
察
し
、
と
略
す
。 
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『
傾
城
買
二
筋
道
』(

新
全
集
・
一
六
二
頁
・
一
七
九
八
年
頃)

 

(
二
六)

(

法
性
寺
の
入
道
→
つ
う
だ
左
衛
門)

法
性
寺
の
入
道
「
こ
れ

〱
た
い
が
い
に
し
て
や
め
ま
せ
い
。
ど
う
か
と
ん
だ
事
を

言
い
出
し
そ
う
だ
。
」 

 
 

『
形
容
化
景
唇
動
：
鼻
下
長
物
語
』
下(

黄
表
紙
・
新
全
集
・
二
一
二
頁
・
江
戸
後
期
頃)

 

 

ま
た
、
連
体
形
「
た
い
が
い
な
」
形
も
見
ら
れ
、
主
に
形
式
名
詞
「
こ
と
」
「
の
」
な
ど
に
付
い
て
「
一
般
的
な
さ
ま
、
あ

り
ふ
れ
て
い
る
さ
ま
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

【
た
い
が
い
な
】 

(

二
七)

そ
れ
は

〱
き
つ
い
弱
り
い
の
・
大
概
な
事
な
ら
、
も
う
了
簡
し
て
や
ら
ん
せ
。 

 

『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
巻
四(

新
全
集
・
四
三
一
頁
・
一
七
七
一
年
頃)

 

(

二
八)

大
概
な
事
で
助
る
事
な
ら
、
夫
程
結
構
な
事
ハ
な
い
。 

『
鳩
潅
雑
話
』
第
十
二
巻 

三(

噺
・
三
三
二
頁
・
一
七
九
一
年
頃)

 

(

二
九)

(

梅
→
き
よ
）
梅
「
ァ
、
も
し
、
お
清
ど
ん

〱
。
ど
ふ
ぞ
お
ま
へ
往
て
お
く
れ
な
ら
御
如
才
も
あ
る
め
へ
が
、
此
間

の
通
り
に
し
て
、
そ
し
て
帰
り
に
親
父
ば
し
の
和
田
で
大
概
な
の
を
沢
山
と
焼
て
、
お
飯
を
付
て
よ
こ
せ
と
、
言
付

て
来
て
お
く
れ
。
そ
し
て
仕
出
屋
の
方
へ
は
玉
子
蒸
の
中
へ
ぎ
ん
な
ん
を
多
分
入
れ
て
と
左
様
い
つ
て
お
く
れ
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
三
編 
巻
之
八(

新
全
集
・
四
八
八
～
九
頁
・
一
八
三
六
年
頃)
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二
・
二
「
た
い
が
い
φ
」
類 

 
副
詞
的
用
法
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
意
味
と
は
違
っ
た
、
新
し
い
意
味
が
近
世
前
期
の
資
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
話

し
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
事
柄
や
事
態
が
起
き
る
可
能
性
を
推
量
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

ま
ず
前
代
か
ら
の
「
細
か
い
こ
と
は
気
に
せ
ず
、
全
部
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
、
だ
い
た
い
」
な
ど
の
意
味
を
表
す
も
の

か
ら
見
て
い
く
。 

 (

三
〇)

「
は
ゞ
か
り
な
が
ら
そ
の
御
絵
図
を
私
へ
御
か
し
な
さ
れ
て
下
さ
れ
ま
せ
。
今
日
中
に
上
下
を
か
け
あ
り
き
、
大
概

御
絵
図
に
俤
の
似
寄
り
ま
し
た
ば
か
り
撰
つ
て
つ
れ
ま
し
て
参
り
ま
せ
う
。 

『
野
白
内
証
鑑
』
三
之
巻(

新
全
集
・
二
八
一
頁
・
江
戸
初
～
中
期
年
頃
） 

(

三
一)

そ
れ
は
先
づ
珍
重
權
三
殿
は
御
存
知
な
い
か
。
さ
れ
ば
存
じ
た
と
も
申
さ
れ
ず
存
ぜ
ぬ
と
も
申
さ
れ
ぬ
。
惣
じ
て
是

は
茶
の
湯
の
極
意
。
家
の
傳
多
け
れ
ど
も
師
匠
市
之
進
一
流
は
。
東
山
殿
よ
り
的
傳
。
一
子
相
傳
の
大
事
な
れ
ば
。

權
三
體
が
茶
の
湯
で
傳
授
許
し
受
け
う
筈
も
ご
ざ
ら
ね
ど
も
。
師
匠
の
咄
聞
き
は
つ
っ
た
儀
も
有
り
。
大
概
非
の
入

ら
ぬ
程
の
御
用
の
間
に
は
合
せ
ま
せ
う
と
。 

『
鑓
の
權
三
重
帷
子
』
上
之
巻(

大
系
・
二
六
〇
頁
・
一
七
一
七
年
頃)

 

(

三
二)

夫
も
夫
に
は
極
ら
ぬ
。
女
夫
子
も
有
＾
又
顏
の
似
ぬ
子
も
有
。
マ
ア
大
概
顏
が
似
れ
ば
心
も
よ
ふ
似
て
。 

『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』(

大
系
・
一
〇
五
頁
・
一
七
四
六
年
頃)

 

(

三
三)

ま
づ
い
か
や
う
に
も
構
は
ず
、
我
知
ら
ぬ
こ
と
は
そ
の
分
に
打
捨
て
て
、
覚
え
て
ゐ
る
ほ
ど
の
才
覚
に
て
、
思
ふ
通

り
を
何
事
も
構
は
ず
詠
み
出
だ
し
、
さ
て
歌
出
で
来
て
後
に
、
大
概
去
嫌
ひ
な
ど
吟
味
し
整
へ
て
、
さ
て
人
に
見
せ

る
と
き
に
、
我
え
心
得
ぬ
こ
と
、
誤
り
な
ど
あ
れ
ば
、
添
削
す
。 

『
排
蘆
小
船
』(

新
全
集
・
二
七
二
頁
・
江
戸
中
期
頃)
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(
三
四)

(

聖
吉
→
け
ん
蔵
・
徳
太
郎
）
聖
吉
「
コ
レ

〱
ゆ
ふ
べ
の
玉
章
を
見
せ
て
へ
。
お
れ
に
ど
う
も
わ
か
ら
ね
へ
事
が
あ
る

(
中
略)

ソ
レ
爰
よ
。
を
と
ゆ
ふ
は
御
や
く
そ
く
の
こ
が
ね
い
つ
ひ
ら
サ
。
こ
れ
は
ソ
レ
読
本
の
文
句
に
あ
る
か 

ら
大

概

て
い
げ
い

覚
え
て
ゐ
る
」 

 
 
 
 
 
 
 

『
柳
髪
新
話 

浮
世
床
』
初
編 

巻
之
中(

新
全
集
・
二
七
五
頁
・
一
八
一
三
年
頃)

 

 

い
ず
れ
も
「
す
べ
て
ま
で
は
い
か
な
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
意
味
的
に
は
前
代
と
異
な
ら
な
い
が
、

(

三
一)

は
「
師
匠
の
話
を
聞
き
か
じ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
だ
い
た
い
非
難
を
受
け
ぬ
程
度
の
ご
要
は
ま
に
あ
わ
せ
ら
れ
ま
し
ょ

う
」
五

と
い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
こ
の
「
だ
い
た
い
」
は
「
非
難
を
受
け
な
い
」
と
い
う
程
度
で
あ
る
こ
と
を
修
飾
す
る
例

と
な
っ
て
い
て
、
事
態
や
事
柄
に
対
し
て
話
し
手
の
気
持
ち
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
近
世
後
期

に
は
否
定
文
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 (

三
五)

凡
日
本
の
水
の
最
上
ハ
、
玉
水
か
と
存
ま
す
。
私
も
大
概
呑
で
見
ぬ
水
も
ご
さ
り
ま
せ
ぬ
が
、
糺
や
醒
が
井
ハ
水
く

さ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
鳩
潅
雑
話
』
第
十
二
巻 

一(

噺
・
三
一
八
頁
・
一
七
九
一
年
頃)

 

(

三
六)

文
詞
は
昔
も
今
も
只
義
理
の
達
ら
ん
の
み
を
要
と
す
。
大
概
歌
詞
に
か
は
る
こ
と
な
し
。
古
今
集
の
序
、
土
左
日
記

な
ど
い
づ
こ
か
聞
え
ざ
る
事
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

『
歌
学
提
要
』(

大
系
・
一
六
四
頁
・
一
八
四
三
年
頃)

 

 

工
藤
（
一
九
八
二:

五
二
）
は
、
述
語
が
文
の
叙
法(

こ
こ
で
い
う
い
わ
ゆ
る
「
陳
述
」)

を
決
定
す
る
中
核
で
あ
り
、
そ
れ

に
関
わ
る
副
詞
は
述
語
の
叙
法
性
を
明
確
化
す
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
「
た
い
が
い
」
と
文
末
表
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現
が
直
接
に
関
わ
っ
て
関
係
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
何
ら
か
の
繋
が
り
が
生
じ
は
じ
め
た
段
階
で
あ
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。 

 
二
・
三 

陳
述
性
の
発
生 

 

近
世
後
期
に
な
る
と
、
次
の
よ
う
に
文
末
に
推
量
表
現
を
も
つ
文
に
用
い
ら
れ
た
例
が
見
え
る
。 

 

○
「
そ
う
だ
」
形 

(

三
七)

主
人
か
ら
頂
い
た
定
紋
付
を
胴
着
に
し
て
着
て
獸
ツ
臭
い
身
に
付
て
、
猪
や
猿
を
打
に
出
る
。
そ
し
て
マ
ア
、
麁
相

か
し
い
定
九
郎
が
足
を
拿
て
か
ら
び
つ
く
り
す
る
こ
と
が
ど
こ
に
あ
る
も
の
か
。
猪
だ
か
人
だ
か
大
概
し
れ
さ
う
な

も
の
だ
。
猟
人
が
火
繩
を
消
や
う
な
こ
と
で
ど
う
し
て
渡
世
が
な
ら
う
ぞ
い
。 

『
浮
世
風
呂
』
二
編 

巻
之
下(

大
系
・
一
五
三
頁
・
一
八
〇
九
～
一
八
一
三
年
頃
） 

 

○
「
う
」
形 

(

三
八)

(

西
心
・
白
蓮
・
杢
助
）
西
心
「
サ
ア
、
追
暖
か
に
な
っ
て
來
る
故
、
善
光
寺
へ
參
詣
せ
う
と
、
そ
れ
故
今
晩
お
礼
や

ら
、
お
暇
乞
に
上
っ
た
の
じ
ゃ
。
」
白
蓮
「
何
、
善
光
寺
へ
行
か
っ
し
ゃ
る
。
そ
り
ゃ
ア
い
ゝ
こ
っ
た
が
、
然
し
あ

ち
ら
は
名
代
の
雪
。
三
月
に
さ
っ
し
ゃ
れ
ば
い
ゝ
に
。
」
西
心
「
イ
ヤ
、
も
ふ
大
概
雪
も
片
附
ま
し
た
ら
ふ
。
」
杢

助
「
ど
ふ
し
て
、
わ
し
ら
が
國
の
雪
と
い
ふ
も
の
は
、
五
月
で
な
く
ち
ゃ
ア
解
は
し
ね
へ
。
今
の
樣
に
泪
を
こ
ぼ
し

た
り
、
水
鼻
を
垂
ら
し
た
り
す
る
と
、
直
に
氷
柱
に
ぶ
ら
下
る
。
」 

『
小
袖
曽
我
薊
色
縫
』(

大
系
・
三
八
三
頁
・
一
八
五
九
年
頃)
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い
ず
れ
も
「
実
際
に
確
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
推
量
す
る
さ
ま
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
三
七
）
は
、
「
猪

か
人
か
は
た
い
て
い
わ
か
り
そ
う
な
も
の
だ
」
の
意
、(

三
八)

は
「
雪
が
溶
け
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
た
ぶ
ん
雪
は
溶

け
た
だ
ろ
う
」
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
代
語
に
近
い
用
法
で
あ
り
、
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
陳
述
副
詞
の
用
法
は
、
『
日
国
』
の
最
も
古
い
挙
例
は
『
武
蔵
野
』(

一
八
八
七)

六

で
あ
る
が
、
近
世

後
期
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

第
三
節 

明
治
以
降
に
お
け
る
「
た
い
が
い
」 

 

「
雑
誌
『
太
陽
』
の
コ
ー
パ
ス
」
を
用
い
て
、
一
八
九
五
年
・
一
九
〇
一
年
・
一
九
〇
九
年
・
一
九
一
七
年
・
一
九
二
五
年

を
対
象
に
「
た
い
が
い
」(

「
大
概
」
等
を
含
む)

を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
二
二
三
例
が
得
ら
れ
た
。
文
語
は
七
五
例
、
口
語
は

一
四
八
例
で
、
口
語
は
文
語
の
例
数
よ
り
二
倍
程
上
回
っ
て
い
た
。
口
語
を
中
心
に
形
態
別
に
分
け
て
み
る
と
、
「
た
い
が
い

＋α

」
類
は
五
三
例
、
「
た
い
が
い
＋
φ
」
類
は
九
一
例
で
あ
り
、
現
代
語
的
表
現(

述
語
の
省
略
な
ど)

は
四
例
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
副
詞
的
用
法
に
比
べ
て
、
名
詞
的
用
法
や
形
容
動
詞
的
用
法
の
使
用
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
七

。 

で
は
、
明
治
以
降
の
「
た
い
が
い
」
を
用
法
別
に
見
て
い
く
。
ま
ず
、
「
た
い
が
い
＋α

」
類
に
属
す
る
、
助
詞
な
ど
が
つ

い
て
連
体
修
飾
、
連
用
修
飾
す
る
も
の
が
あ
る 

 

(

三
九)

之
を
要
す
る
に
、
大
概
の
博
物
館
で
は
、
そ
ん
な
に
保
存
法
も
考
へ
な
い
し
、 

神
保
小
虎
「
僕
の
嫌
ひ
な
ハ
コ
ブ
ツ
館
」『
太
陽
』9

号1
9
1
7
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形
容
動
詞
の
用
法
は
一
〇
例
中
、
五
例
が
程
度
性
を
表
す
も
の
で
お
り
、(

四
二)

の
よ
う
に
「
た
い
が
い
に
」
形
は
前
代
か

ら
見
え
る
「
あ
る
程
度
で
す
ま
せ
る
」
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

(

四
〇)

夜
間
に
於
て
眼
が
一
層
輝
き
、
大
概
な
ら
暗
中
で
物
を
見
得
る
と
も
い
ふ
。 

江
見
水
蔭
「
怪
奇
探
偵 

悪
獣
性
の
女
」『
太
陽
』7

号1
9
2
5
 

(

四
一)

『
俺
は
大
概
な
種
類
は
食
つ
て
見
た
な
、
勿
論
料
理
し
て
だ
が
。
』 

三
上
於
莵
吉
「
長
篇
小
説 

蛇
人 

(

第
六
回
）
」
『
太
陽
』7

号1
9
2
5
 

(

四
二)

あ
ん
ま
り
深
入
り
す
る
と
、 

他
人
に
も
迷
惑
を
か
け
る
の
で
大
概
に
す
る
。 

古
島
一
雄
「
役
人
と
な
つ
て
の
感
想
」『
太
陽
』9

号1
9
2
5
 

 

そ
し
て
、
講
演
の
内
容
を
収
録
し
た
も
の
に
は
、
「
た
い
が
い
ね
」(

手
島
精
一
「
工
業
教
育
」
『
太
陽
』2

号1
8
9
5
)

と
い

う
よ
う
な
口
語
用
法
も
見
ら
れ
た
。 

副
詞
的
用
法
と
さ
れ
る
「
た
い
が
い
φ
」
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
末
表
現
と
の
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
近
世
後
期
に
は
少
数

で
あ
る
が
推
量
形
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
が
、
明
治
に
入
る
と
、
断
定
形(

三
九
例)

と
の
共
起
が

多
く
見
え
る
一
方
、
推
量
形
の
う
ち
「
だ
ろ
う
」
形(

五
例)
、
「
う
／
よ
う
」
形(

二
例)

 

な
ど
と
の
共
起
関
係
も
認
め
ら
れ

る
。
時
代
と
と
も
に
推
量
形
と
の
共
起
関
係
を
徐
々
に
強
め
て
い
き
、
推
量
の
陳
述
副
詞
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
下
の<

表
六-

一>

は
「
た
い
が
い
」
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。 
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<
表
六-

一>

「
た
い
が
い
」
の
共
起
形
式(

例)
 

【
凡
例
】 

※
「
た
い
が
いφ

」
類
の
う
ち
、
副
詞
と
し
て
文
末
表
現
と
共
起
関
係
を
も
つ
も
の
を
対
象
と
し
た
。 

※ 

本
稿
で
陳
述
副
詞
と
す
る
範
囲
は
、
「
断
定
・
推
量
『
だ
ろ
う
、
ら
し
い
、
か
も
知
れ
な
い
、
に
ち
が
い
な
い
、
ま
い
』
形
・

意
志
『
う
／
よ
う
』
形
・
疑
問
『
だ
ろ
う
か
』
形
」(

小
林)

で
あ
る
。
序
章
参
考
。 

※
「
そ
の
他
」(
四
三
例)

は
「
述
語
の
省
略
、
節
や
句
を
修
飾
す
る
も
の
、
否
定
形(

七
例)

、
解
読
不
可
等
」
を
含
む
。 

     

  

   

で
は
、
「
た
い
が
い
」
と
共
起
関
係
が
見
ら
れ
る
用
例
を
見
て
み
る
。 

 

○
断
定
形 

(

四
三)

演
藝
會
ツ
て
學
校
の
教
師
や
生
徒
の
す
る
こ
と
で
す
か
ら
大
概
定
つ
て
居
ま
す
、 

合 

計 

断
定
形 

意
志
形 

推
量
形 

 

一 一 ・ ・ 

一
八
九
五 

七 五 一 一 

一
九
〇
一 

一
五 

一
二 

一 二 

一
九
〇
九 

一
七 

一
五 

・ 二 

一
九
一
七 

八 六 ・ 二 

一
九
二
五 

四
八 

三
九 

二 七 

合 

計 
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や
な
ぎ(

訳)

ゼ
、
ク
イ
ヴ
ハ
ー
「
日
曜
学
校
の
生
徒
」
『
太
陽
』4

号1
8
9
5
 

(
四
四)

充
分
に
分
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
も
大
概
分
か
つ
た
。 
 

遠
藤
吉
三
郎
「
『
自
然
界
の
三
大
矛
』
盾
』
に
就
て
」
『
太
陽
』2

号1
9
0
9
 

(

四
五)
其
繁
殖
時
期
以
外
の
時
は
大
概
雌
と
雄
と
は
其
居
所
を
別
に
し
て
居
る
の
が
多
い
や
う
で
あ
る
。 

岸
上
鎌
吉
「
魚
類
は
無
尽
蔵
な
る
か
」『
太
陽
』11

号1
9
0
9
 

 

○
「
だ
ろ
う
」
形 

(

四
六)

長
崎
邊
に
存
し
た
寺
院
書
籍
繪
畫
類
は
こ
の
時
大
概
亡
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
ら
う
。 

新
村
出
「
西
洋
画
伝
来
の
起
源
」『
太
陽
』1

号1
9
1
7
 

(

四
七)

『
（
前
略
）
ク
ラ
シ
ツ
ク
つ
て
何
と
云
ふ
意
味
な
の
？
』 

『
大
概
古
い
つ
て
事
だ
ら
う
。
』 

〈
小
話
〉『
太
陽
』4

号1
9
2
5
 

(

四
八)

風
さ
へ
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
の
放
火
で
、
大
概
、
灰
に
な
る
だ
ら
う
よ
。
六
十
人
も
あ
れ
ば
好
い
ん
だ
。 

山
中
峯
太
郎
「
支
那
革
命
秘
史 

乱
華
」(

第
二
回)

『
太
陽
』11

号1
9
2
5
 

 

上
述
し
た
よ
う
に
、
断
定
文
に
置
か
れ
る
例
が
多
い
。
た
だ
し
、(

四
五)

の
よ
う
に
「
繁
殖
時
期
の
以
外
は
雌
と
雄
と
は
其

居
所
を
別
に
し
て
居
る
」
と
い
う
様
子
を
み
て
判
断
す
る
「
～
よ
う
だ
」
も
断
定
文
に
含
め
て
あ
る
。 

 

○
「
う
／
よ
う
」
形 

(

四
九)

『
で
も
、
そ
れ
は
如
何
し
て
も
申
さ
れ
ま
せ
ん
、
と
、
ま
で
申
し
た
ら
大
概
御
察
し
に
な
り
ま
せ
う
が
…
…
』 

江
見
水
蔭
「
海
賊
村
」『
太
陽
』3

号1
9
0
9
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意
志
形
の
「
う
」
は
こ
こ
で
は
推
量
の
意
で
あ
る
。
右
の
表
で
は
用
例
が
少
な
く
見
え
る
た
め
、
少
し
明
治
期
の
小
説
か
ら

推
量
表
現
と
共
起
す
る
例
を
挙
げ
て
お
く
。 

(

五
〇)
「
ど
う
も
相
済
ま
ん
、
僕
は
全
然
遊
ん
で
い
て
。
寄
附
金
は
大
概
集
ま
っ
た
ろ
う
か
」 

国
木
田
独
歩(

一
九
〇
二)

『
酒
中
日
記
』
二
六
四
頁 

(

五
一)

「(
前
略)

あ
ん
な
面
倒
臭
い
事
を
す
る
よ
り
せ
め
て
木
札
で
も
懸
け
た
ら
よ
さ
そ
う
な
も
ん
で
す
が
ね
え
。
ほ
ん
と

う
に
ど
こ
ま
で
も
気
の
知
れ
な
い
人
で
す
よ
」
「
ど
う
も
驚
き
ま
す
な
。
し
か
し
崩
れ
た
黒
塀
の
う
ち
と
聞
い
た
ら

大
概
分
か
る
で
し
ょ
う
」
「
え
え
あ
ん
な
汚
い
う
ち
は
町
内
に
一
軒
し
か
な
い
か
ら
、
す
ぐ
分
か
り
ま
す
よ
。
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏
目
漱
石(

一
九
〇
五)

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
二
九
四
頁 

(

五
二)

こ
の
旗
さ
え
見
た
ら
こ
の
群
集
の
意
味
も
大
概
分
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
一
番
近
い
の
を
注
意
し
て
読
む
と
木
村
六

之
君
の
を
凱
善
を
祝
す
連
雀
町
有
志
者
と
あ
っ
た
。 

 
 
 
 
 

夏
目
漱
石(

一
九
〇
六)

『
趣
味
の
遺
伝
』
三
一
七
頁 

 

な
お
、<

表
六-

一>

に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
近
世
に
も
否
定
文
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
が
、
明
治
に
も
次
の
よ
う
な
も
の

が
見
ら
れ
る
。(

五
三)

は
否
定
形
と
共
起
し
、
事
柄
を
否
定
す
る
用
法
で
あ
る
。 

 ○
否
定
形 

(

五
三)

我
國
に
は
外
國
に
做
つ
て
種
々
の
團
體
が
出
來
て
來
た
が
、
是
等
の
組
織
は
大
概
完
全
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
な
い
。

内
藤
久
寛
「
商
業
会
議
所
改
造
の
急
務
」『
太
陽
』5

号1
9
2
5
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工
藤(

一
九
八
二)

の
指
摘
の
通
り
、
「
た
い
が
い
」
は
陳
述
性
を
見
せ
か
け
て
い
る
過
程
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
、
用
例
は
少
な
い
な
が
ら
、
文
末
の
推
量
表
現
と
の
共
起
す
る
関
係
に
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
陳
述
副
詞

の
一
種
と
し
て
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
四
節 

ま
と
め 

 

中
古
か
ら
明
治
以
降
に
わ
た
っ
て
「
た
い
が
い
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
た
い
が
い
」
は
中
古
で
は
名
詞
的

な
性
質
が
強
く
見
え
、
そ
の
後
、
中
世
に
な
る
と
、
助
詞
な
ど
が
つ
く
名
詞
的
用
法
の
ほ
か
に
、
形
容
動
詞
的
用
法
、
副
詞
的

用
法
が
生
じ
た
。
形
容
動
詞
的
用
法
に
は
程
度
性
が
含
ま
れ
る
用
例
が
あ
り
、
近
代
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
。
近
世
で
は
、
主

に
副
詞
的
用
法
と
し
て
多
用
さ
れ
、
特
に
、
後
期
に
な
る
と
推
量
表
現
と
共
起
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
明
治
に

入
る
と
、
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
の
性
格
を
徐
々
に
強
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

一 

工
藤(

一
九
八
二)

の
例
を
再
引
用
し
た
。 

二

『
大
漢
和
辞
典
』
に
「
大
概
」
と
同
じ
意
味
と
し
て
「
大
槩
」
の
項
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
「
あ
ら
ま
し
。
お
ほ

か
た
。
ほ
と
ん
ど
。
大
概
に
同
じ
。
」(

二
六
五
一
頁)

。
ま
た
『
下
学
』
『
文
明
』
『
饅
頭
』
『
黒
本
』
『
書
言
』
で
は
「
大

概
」
で
は
な
く
「
大
槩
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。 

三

「
天
旨
背
き
難
し
。
仍
て
聊
か
愚
慮
を
廻
ら
し
、
大
概
を
洩
ら
し
奏
す
る
の
み
」 『

角
川
古
語
辞
典
』
第
四
巻(

一
九
六
三)

七
頁 
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四 
例(
一
一)

(

一
二)

は
い
ず
れ
も
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
編
」
よ
り
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

五

『
新
全
集
』
二
六
〇
頁 

六 

山
田
美
妙(
一
八
八
七)

『
武
蔵
野
』
上
「
此
風
の
言
葉
は
慶
長
頃
の
俗
語
に
足
利
頃
の
俗
語
と
を
交
ぜ
た
も
の
ゆ
ゑ
、
大
概
其
時
代 

に
は
相
応
し
て
居
る
だ
ら
う
」(

『
日
国
』
よ
り)

 

七

「
た
い
が
い
＋α
」
類
の
中
、
名
詞
的
用
法
は
三
四
例
、
形
容
動
詞
的
用
法
は
一
九
例
で
あ
る
。 
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終 

章 

陳
述
副
詞
へ
の
進
化 

  
第
一
節 

副
詞
に
お
け
る
推
量
性
の
発
生
時
期 

 

本
稿
の
第
一
章
か
ら
第
六
章
に
わ
た
っ
て
陳
述
副
詞
「
き
っ
と
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」「
お
お
か
た
」「
た
い
て
い
」「
た

い
が
い
」
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
現
代
日
本
語
に
お
い
て
、
こ
の
六
つ
の
副
詞
は
推
量
の
意
を
表
す
陳
述
副
詞

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
陳
述
的
性
格
を
持
た
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
時
代
の
推
移
と
と
も

に
陳
述
性
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
そ
の
よ
う
に
陳
述
性
が
ど
の
よ
う
な
環
境
か
ら
発
生
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し

た
。
最
後
に
、
本
章
で
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
推
量
の
意
を
表
す
陳
述
副
詞
が
い
つ
頃
か
ら
陳
述
性
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

を
ま
と
め
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
六
つ
の
副
詞
「
き
っ
と
」
「
お
そ
ら
く
」
「
た
ぶ
ん
」
「
お
お
か
た
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い

が
い
」
は
、
前
述
の
通
り
、
推
量
の
意
を
表
す
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
を
遡
っ
て
い
く
と
、
他
の
品

詞
か
ら
副
詞
に
転
成
し
た
り
、
同
じ
品
詞
で
も
性
質
が
違
っ
た
り
し
た
が
、
次
第
に
推
量
の
意
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
が
経
て
き
た
個
別
的
な
由
来
に
つ
い
て
、
そ
の
陳
述
性
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本

論
の
用
例
を
再
録
す
る
が
、
用
例
に
は
新
し
い
番
号
を
付
け
る
こ
と
に
し
た
。 
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①
き
っ
と 

 
「
き
っ
と
」
は
平
安
時
代
に
は
す
で
に
「
き
と
」
と
い
う
語
形
で
様
態
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
促
音
「
つ
」
の

介
入
と
い
う
語
形
変
化
と
と
も
に
事
態
や
事
柄
に
対
す
る
話
し
手
の
推
量
判
断
が
含
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
次
の
よ

う
に
一
三
世
紀
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

 

(

一)

義
通
申
し
け
る
は
、
「
入
道
殿
は
船
岡
山
に
籠
ら
せ
た
ま
ひ
て
候
ふ
が
、
『
ま
た
都
に
合
戦
候
ふ
べ
し
』
と
て
、
『
軍
の 

慣
ら
ひ
、
き
つ
と
見
ん
と
思
ふ
と
も
、
見
ぬ
事
も
あ
る
べ
け
れ
ば
、
公
達
た
ち
向
へ
進
ら
せ
よ
』
と
仰
せ
候
ふ
あ
ひ
だ
、 

御
迎
へ
に
参
り
て
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
十
一
に
な
る
亀
若
、
九
に
な
る
鶴
若
、
七
に
な
る
天
王
と
て
、
三
人
は
、

聞
き
あ
へ
ず
、
喜
び
て
、
輿
に
走
り
乗
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

『
保
元
物
語
』
下
（
新
全
集
・
三
五
二
頁
・
一
二
二
〇
年
頃
） 

  

室
町
時
代
末
期
に
な
る
と
、
推
量
表
現
と
共
起
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
次
の
例
は
、
花
は
「
今
夜
の
中
」
と
い
っ
た
限

ら
れ
て
い
る
間
に
、
話
し
手
は
「
発
く
」
可
能
性
を
推
量
し
て
い
る
。
さ
ら
に
推
量
の
文
末
表
現
「
べ
し
」
を
伴
っ
て
お
り
、

一
六
世
紀
頃
に
は
推
量
性
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
、
陳
述
副
詞
化
し
て
い
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。 

 

(

二)

花
ハ
今
夜
ノ
中
ニ
、
急
渡(

＝
急
度)

発
ㇰ
ベ
シ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
中
華
若
木
詩
抄
』
中(

一
五
三
四
年
頃
？)

 

 

こ
の
よ
う
に
推
量
の
「
べ
し
」
形
か
ら
、
事
態
に
対
し
て
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
文
末
表
現
と
共
起
す
る
例
が
増
加
す
る
。

当
時
は
、
「
ま
し
ょ
う
」
形
や
「
う
／
よ
う
」
形
と
い
っ
た
意
志
表
現
と
の
共
起
関
係
が
強
く
見
ら
れ
る
。 

 

近
世
後
期
に
な
る
と
「
だ
ろ
う
」
形
と
共
起
す
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
以
降
も
推
量
表
現
と
の
共
起
関
係
を
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さ
ら
に
強
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

(

三)
(

そ
で
・
薄
・
●
▲×

・
吉)

●
▲×

「
ほ
ん
ざ
ま
す
ョ
。
モ
ウ

〱
〱
鳥
雅
さ
ん
が
小
児
の
節
は
き
つ
と
斯
ざ
ま
し
た
ら

ふ
ョ
」 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
四
編 

巻
之
十(

新
全
集
・
五
二
五
頁
・
一
八
三
六
年
頃)

 

 

②
お
そ
ら
く 

 

も
と
も
と
「
お
そ
る
」
の
ク
語
法
に
由
来
す
る
も
の
で
、
連
語
「
お
そ
る
ら
く
は
」
の
語
形
か
ら
「
る
」
が
音
韻
脱
落
し
て
、

平
安
末
期
に
な
る
と
「
お
そ
ら
く
は
」
形
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
語
形
変
化
と
と
も
に
、
「
恐
れ
て
い
る
こ
と

に
は
」
と
い
う
意
か
ら
、
中
世
以
降
か
ら
は
副
詞
と
し
て
「
事
態
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
」
意
で
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 (

四)

『
若
ㇱ
其
ノ
書
ヲ
不
取
ズ
ハ
、
恐
ラ
ク
ハ
他
ノ
官
ノ
者
、
此
ノ
由
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
、
亦
、
君
ヲ
捕
ヘ
ム
ト
為
』 

ト
。 

『
今
昔
物
語
集
』(

二)

巻
第
七
・
三
十
一(

新
大
系
・
一
六
一
頁)

 

 

 

中
世
後
期
以
降
、
事
態
や
行
動
な
ど
に
対
す
る
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
も
の
が
現
れ
、
文
末
に
「
う
／
よ
う
」
形
を
持
つ

文
に
用
い
ら
れ
て
話
し
手
の
意
志
を
表
す
よ
う
に
も
な
る
。
さ
ら
に
、
近
世
前
期
に
入
る
と
、
推
量
の
「
む
（
ん
）
」
形
と
呼

応
し
て
話
し
手
の
推
量
を
表
す
も
の
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
明
治
に
な
る
と
推
量
表
現
が
多
様
に
な
る
。 
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(

五)
(

右
近
→
妻)

妻
「
な
う
物
狂
や
物
狂
や
、
夫
あ
り
な
が
ら
何
と
妾
が
出
ら
れ
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
こ
れ
は
ふ
っ
つ

り
と
思
ひ
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
」
右
近
「
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
言
う
て
も
、
そ
ち
は
出
る
こ

と
は
な
る
ま
い
ぢ
ゃ
ま
で
。
」
妻
「
は
て
、
何
と
女
が
出
ら
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
」
右
近
「
よ
い
わ
。
お
き
を
ら
う
。

も
は
や
頼
ま
ぬ
。
上
は
御
清
粋
ぢ
ゃ
。
理
を
以
て
申
し
上
ぐ
る
に
負
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
恐
ら
く
は
勝

っ
て
み
せ
う
。
」
妻
「
ア
ア
申
し
申
し
、
ま
づ
待
た
せ
ら
れ
い
。
」『
聟
女
狂
言
』「
右
近
左
近
」(

新
全
集
・
三
一
五
頁)

 

(

六)

さ
て
は
古
狸
な
ど
の
ば
く
る
、
み
こ
し
に
う
だ
う
と
い
ふ
も
の
に
こ
そ
。
お
そ
ら
く
は
い
と
め
ん
も
の
を
と
、
ゆ
み
と

り
な
を
し
、
す
び
き
し
て
、
猪
の
目
す
か
せ
る
か
り
ま
た
の
矢
を
と
り
、
か
の
坊
主
の
つ
ら
を
目
も
は
な
た
ず
に
ら
み

ゐ
る
に
、
ひ
た
物
た
か
く
な
り
て
、
後
に
は
見
あ
ぐ
る
事
、
ゆ
ひ
し
髪
の
襟
に
つ
く
ま
で
せ
り
。 

『
御
伽
物
語
』
巻
一(

新
全
集
・
四
六
〇
頁
・
江
戸
前
期)

 

(

七)

文
藝
院
の
設
立
な
ど
と
い
ふ
話
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
嘘
だ
ら
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
田
魯
庵
（
談
）「
文
芸
取
締
問
題
と
芸
術
院
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

 

③
た
ぶ
ん 

 

「
た
ぶ
ん
」
は
古
く
は
「
限
定
の
範
囲
で
占
め
る
多
い
部
分
、
大
多
数
」
な
ど
の
意
を
表
し
た
が
、
事
柄
や
事
態
に
対
す
る

話
し
手
の
判
断
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
世
後
期
に
は
「
そ
の
可
能
性
が
強
い
こ
と
を
判
断
し
て
い
う
。
お
お
か
た
。

多
く
は
。
十
中
八
九
。
大
抵
。
」
な
ど
の
意
を
表
す
よ
う
に
な
る
。
近
世
初
期
に
は
陳
述
文
に
用
い
ら
れ
る
例
が
多
数
見
え
、

特
に
、
以
下
の
『
鬼
山
伏
狂
言
』
「
柿
山
伏
」
の
よ
う
に
疑
問
の
「
か
」
に
推
量
の
「
と
思
う
」
形
が
連
な
っ
た
推
量
の
意
と

も
共
起
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 
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(

八)

柿
主
「
何
者
ぞ
と
思
ふ
た
れ
は
、
か
た
す
じ
や
よ
、
さ
り
な
が
ら
か
ら
す
な
ら
は
な
か
ふ
ぞ
、
な
か
ず
は
火
と
で
あ
る 

事
も
あ
た
ふ
、
人
な
ら
は
に
く
ひ
事
じ
や
が
、
多
分
か
ら
す
か
と
思
ふ
」
（
か
ら
す
の
ま
ね
を
す
る
、
あ
ど
わ
ら
ふ
て
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
鬼
山
伏
狂
言
』「
柿
山
伏
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
上
・
四
一
七
頁)

 

 

他
に
も
意
志
文
（
「
ま
し
ょ
う
」
形
）
、
断
定
文
と
も
共
起
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」

形
と
の
共
起
関
係
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

(

九)

芝
居
が
へ
り
の
二
人
づ
れ
、
く
ら
ま
へ
通
り
を
咄
し
な
が
ら
、
ど
う
も
弐
丁
目
ハ
よ
く
大
入
で
ハ
ね
へ
か
。
あ
の
座
組

な
ら
、
今
年
ハ
な
に
を
し
て
も
い
ゝ
。
そ
の
う
へ
作
者
が
河
竹
と
き
て
ゐ
る
か
ら
、
鬼
に
鉄
棒
た
そ
こ
で
又
ゑ
ん
ま
と

鬼
の
浄
る
り
を
出
し
た
の
だ
ら
う
。
し
か
し
あ
り
や
ア
多
分
お
く
ら
だ
ら
う
よ
。
ア
ノ
一
休
さ
ま
が
、
聞
し
よ
り
見
て

お
そ
ろ
し
き
地
ご
く
か
な
、
ト
い
ふ
と
、
音
羽
屋
が
な
ん
と
か
い
つ
た
ツ
け
な
ア 

 
 

『
梅
屋
集
』(

大
系
・
二
八
五
頁
・
一
八
六
五
年
頃)

 

 

④
お
お
か
た
・
た
い
て
い
・
た
い
が
い 

 

「
お
お
か
た
」
は
上
代
か
ら
副
詞
性
が
強
い
用
例
が
見
え
、
平
安
時
代
に
は
副
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
推
量
形
と
の
共
起

関
係
が
見
ら
れ
る
。 

 (

一
〇)

色
は
雪
は
づ
か
し
く
白
う
て
、
さ
青
に
、
額
つ
き
こ
よ
な
う
は
れ
た
る
に
、
な
ほ
下
が
ち
な
る
面
や
う
は
、
お
ほ
か

た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
長
き
な
る
べ
し
。 

 
 
 
 
 
 

『
源
氏
物
語
』
末
摘
花(

新
全
集
・
二
九
三
頁
・
一
〇
〇
八
年
頃)
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近
世
後
期
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
推
量
形
と
の
共
起
関
係
が
強
ま
り
、
本
格
的
に
陳
述
副
詞
化
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

(
一
一)

(

前
略)

大
方
か
た
き
同
士
と
や
ら
で
お
す
せ
う
。
堪
忍
し
て
お
く
ん
な
ん
し 

 

『
傾
城
買
二
筋
道
』(

新
全
集
・
一
六
四
頁
・
一
七
九
八
年
頃)

 

(

一
二)

(
さ
る
市
→
犬
市)

さ
る
市
「
イ
ヤ
ふ
と
い
や
つ
ら
で
あ
つ
た
。
ち
や
ん
と
お
れ
に
お
ぶ
さ
り
や
ア
が
つ
て
。
其
代
水
を

く
ら
や
ア
が
つ
た
時
は
、
た
す
け
て
く
れ
ろ
と
、
か
な
し
い
お
と
ぼ
ね
を
出
し
お
つ
た
。
な
ん
で
も
か
す
り
を
と
る

事
ば
か
り
、
心
が
け
て
ゐ
る
や
つ
だ
か
ら
、
お
ほ
か
た
あ
い
つ
は
、
ご
ま
の
灰
だ
ろ
ふ
よ
」 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
下(

大
系
・
一
六
〇
頁
・
一
八
〇
二
年
頃)

 

(

一
三)

こ
の
聲
を
聞
く
と
ア
ク
ス
ヨ
ノ
フ
は
大
方
此
男
が
あ
の
商
人
を
殺
し
た
者
を
知
つ
て
る
だ
ら
う
と
思
つ
て
、 

斎
藤
野
の
人
（
訳
）
ト
ル
ス
ト
イ
（
作
）「
流
刑
者
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

 

「
た
い
て
い
」
は
平
安
時
代
か
ら
名
詞
お
よ
び
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
近
世
前
期
に
入
る
と
、
「
た
い
て
い
に
」

と
い
う
語
形
で
形
容
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
名
詞
、
副
詞
お
よ
び
形
容
動
詞
の
用
法
と
も
に
は
主
に
否
定

文
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
「
た
い
て
い
～
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
固
定
的
な
表
現
は
現
代
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
。
ま
た
、

あ
る
事
態
（
事
柄
）
が
成
立
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
話
し
手
は
推
量
す
る
意
も
現
れ
る
。 

 (

一
四)

い
や
と
云
は
た
い
て
い
ど
う
よ
く
者
と
言
は
れ
ふ
ず
。
心
得
た
と
い
ふ
て
か
ら
迷
惑
す
る
は
我
ひ
と
り 

『
け
い
せ
い
反
魂
香
』（
大
系
・
一
六
〇
頁
・
一
七
〇
八
年
頃
） 

 

明
治
に
な
る
と
、
文
末
の
推
量
表
現
と
共
起
す
る
例
が
急
増
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
点
か
ら
「
た
い
て
い
」
は
推
量
の
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陳
述
副
詞
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
た
と
言
え
る
。 

 (
一
五)

即
ち
甲
冑
を
帶
し
て
居
る
態
で
、
此
等
は
大
抵
支
那
甲
冑
か
ら
來
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
す
、 

森
大
狂
（
記
）
久
保
田
米
僊
（
談
）「
甲
冑
の
話
」『
太
陽
』1

3

号1
9
0
1
 

 

「
た
い
が
い
」
は
中
世
に
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
世
前
期
に
は
形
容
動
詞
や
副
詞
の
用
法
が
加
わ
っ
た
。
副
詞

的
用
法
は
近
世
前
期
の
資
料
か
ら
意
志
形
に
当
た
る
表
現
と
結
び
つ
き
は
じ
め
、
後
期
に
な
る
と
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
の

共
起
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

(

一
六)

「
は
ゞ
か
り
な
が
ら
そ
の
御
絵
図
を
私
へ
御
か
し
な
さ
れ
て
下
さ
れ
ま
せ
。
今
日
中
に
上
下
を
か
け
あ
り
き
、
太
概

御
絵
図
に
俤
の
似
寄
り
ま
し
た
ば
か
り
撰
つ
て
つ
れ
ま
し
て
参
り
ま
せ
う
。 

『
野
白
内
証
鑑
』
三
之
巻(

新
全
集
・
二
八
一
頁
・
江
戸
初
～
中
期
年
頃
） 

(

一
七)

(

西
心
・
白
蓮
・
杢
助
）
西
心
「
サ
ア
、
追
暖
か
に
な
っ
て
來
る
故
、
善
光
寺
へ
參
詣
せ
う
と
、
そ
れ
故
今
晩
お
礼
や

ら
、
お
暇
乞
に
上
っ
た
の
じ
ゃ
。
」
白
蓮
「
何
、
善
光
寺
へ
行
か
っ
し
ゃ
る
。
そ
り
ゃ
ア
い
ゝ
こ
っ
た
が
、
然
し
あ

ち
ら
は
名
代
の
雪
。
三
月
に
さ
っ
し
ゃ
れ
ば
い
ゝ
に
。
」
西
心
「
イ
ヤ
、
も
ふ
大
概
雪
も
片
附
ま
し
た
ら
ふ
。
」
杢
助

「
ど
ふ
し
て
、
わ
し
ら
が
國
の
雪
と
い
ふ
も
の
は
、
五
月
で
な
く
ち
ゃ
ア
解
は
し
ね
へ
。
今
の
樣
に
泪
を
こ
ぼ
し
た

り
、
水
鼻
を
垂
ら
し
た
り
す
る
と
、
直
に
氷
柱
に
ぶ
ら
下
る
。
」 

『
小
袖
曽
我
薊
色
縫
』(

大
系
・
三
八
三
頁
・
一
八
五
九
年
頃)

 

 

さ
ら
に
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
は
断
定
文
を
中
心
に
推
量
形
・
否
定
形
・
意
志
形
と
共
起
す
る
な
ど
、
共
起
関
係
が
多
様
化
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し
た
。 

 (
一
八)

風
さ
へ
あ
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
の
放
火
で
、
大
概
、
灰
に
な
る
だ
ら
う
よ
。
六
十
人
も
あ
れ
ば
好
い
ん
だ
。 

山
中
峯
太
郎
「
支
那
革
命
秘
史 

乱
華
」(

第
二
回)

『
太
陽
』11

号1
9
2
5
 

 

以
上
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
の
副
詞
に
陳
述
的
性
格
が
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
い
つ
ご
ろ
獲
得
さ
れ
た
か
を
ま
と
め
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ
推
量
性
の
発
生
時
期
は
異
な
り
、
次
に
こ
れ
を
図
示
し
て
お
く
。 

 

<

図
一>

 

推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
の
発
生
時
期(

○
：
副
詞
的
用
法
の
初
出 

※
：
意
味
変
化
の
始
発
点 

●
：
推
量
表
現
と
の
共
起) 

       

 

 

 

 

明
治
以
降 

近世 中世 

中
古 

上
代 

 

 
後

期 

前

期 

後

期 

前

期 

   
● ※ ○ 

 

き
っ
と 

  
● 

 

○

※   

お
そ
ら
く 

  

 

● 

 

○ 

※ 

 

   

た
ぶ
ん 

     

○

※ 

● 
 

お
お
か
た 

● 
 

 

※ 

 
  

○ 
 

た
い
て
い 

 
● ※ 

 
○ 

  

た
い
が
い 
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第
二
節 

推
量
的
意
味
の
陳
述
副
詞
へ
の
傾
斜 

 
本
節
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
陳
述
副
詞
の
個
別
的
現
象
に
基
づ
き
、
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
へ
の
傾
斜
に
つ
い
て
考

察
す
る
。 

言
語
は
時
間
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
き
っ
と
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」「
お
お
か
た
」「
た
い
て
い
」「
た
い

が
い
」
に
お
い
て
も
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
変
化
し
、
そ
の
結
果
、
文
末
表
現
と
共
起
し
て
、
推
量
の
陳
述
副
詞
と
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
機
能
的
に
は
別
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
変
化
の
過
程
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
で
あ
る
も
の
の
、
歴
史
的
観
点

に
立
つ
と
そ
れ
ら
に
は
次
の
よ
う
な
共
通
す
る
傾
向
も
見
え
る
。 

 

①
構
文
的
機
能
と
し
て
、
否
定
表
現
、
ま
た
は
「
～
ば
」
な
ど
の
条
件
節
を
伴
う
場
合
が
多
い
。 

②
推
量
表
現
と
共
起
す
る
前
後
の
段
階
で
「
ま
し
ょ
う
」
形
、
「
う
／
よ
う
」
形
な
ど
の
意
志
表
現
が
文
末
に
く
る
傾
向
が

あ
る
。 

 

ま
ず
、
①
構
文
的
機
能
と
し
て
否
定
表
現
を
伴
う
場
合
で
あ
る
が
、
「
大
部
分
～
で
な
い
」
と
い
う
意
味
か
ら
、
陳
述
副
詞

と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
き
、
そ
の
よ
う
な
話
し
手
の
判
断
に
用
い
ら
れ
る
用
法
が
、
推
量
表
現
と
の
共
起
を
可
能
に
し
て

い
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

【
否
定
表
現
を
伴
う
】 

(

一
九)

あ
れ
が
す
ゝ
め
に
爰
へ
引
越
。
わ
い
ら
を
お
客
に
お
れ
が
料
理
。
太
夫
も
今
朝
か
ら
せ
い
出
し
て
。
米
洗
ふ
た
り 
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か
ゆ
燒
た
り
。
ヤ
モ
大

躰

た
い
て
い

面
白
い
事
じ
ゃ
な
い
。 

 
 

『
伽
羅
先
代
萩
』(

大
系
・
二
八
七
頁
・
一
七
四
九
年
頃)

 
（
二
〇
）
「
イ
ヤ
、
ほ
ん
に
聞
な
せ
へ
。
腹
を
へ
ら
し
て
物
を
食
ふ
ほ
ど
、
う
ま
い
物
は
お
そ
ら
く
ね
へ
に
よ
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
浮
世
風
呂
』
三
編 

巻
之
下(

大
系
・
二
〇
六
頁
・
一
八
〇
九
～
一
三
年
頃)

 

 (

一
九)

は
前
文
の
事
柄
に
対
し
、
話
し
手
は
自
分
の
判
断
に
よ
っ
て
「
ま
っ
た
く
面
白
く
な
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
表
し
て

い
る
。(

二
〇)

も
同
様
に
、
「
腹
を
へ
ら
し
て
物
を
食
う
ほ
ど
、
う
ま
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
話
し
手
の
判
断
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。 

例
え
ば
、
「
た
い
て
い
」
の
場
合
、
明
治
以
降
か
ら
推
量
表
現
と
共
起
し
は
じ
め
、
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
と
し
て

発
展
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
「
定
め
ら
れ
た
範
囲
の
中
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
の
意
で
現
れ
、
近
世
に

は
否
定
表
現
と
結
び
つ
き
、
「
ま
っ
た
く
～
な
い
」
の
全
面
否
定
を
表
す
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
事
態
や

事
柄
に
対
し
て
否
定
す
る
と
い
っ
た
、
話
し
手
の
判
断
が
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
最
初
の
段
階
で
あ
る
。 

以
下
は
「
た
い
て
い
」
が
否
定
表
現
と
共
起
し
、
陳
述
性
を
獲
得
す
る
過
程
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

<

図
二>

「
た
い
て
い
」
の
否
定
の
陳
述
副
詞 

    

 

 

Ⅰ

「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
」
な
ど
の
意
→
（
否
定
表
現
と
結
び
つ
く
） 

 

→Ⅱ

「
『
ま
っ
た
く
～
な
い
』
の
意
」
→ 

Ⅲ

「
否
定
の
陳
述
副
詞
」 
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【
条
件
節
を
伴
う
】 

「
～
ば
」「
～
か
ら
」「
～
も
」
な
ど
の
条
件
節
と
の
絡
み
合
い
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
代
表
的
に
「
～
ば
」
節
を
見
て

み
る
。 

 (

二
一)
女
君
は
、
今
宵
来
ぬ
を
〈
つ
ら
し
〉
と
思
ふ
に
は
あ
ら
で
、
お
ほ
か
た
聞
こ
え
出
で
ば
、
い
か
に
北
の
方
の
た
ま
は 

む
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
落
窪
物
語
』
巻
之
一(

新
全
集
・
六
四
頁
・
九
九
〇
年
頃)

 

(

二
二)

夫
も
夫
に
は
極
ら
ぬ
。
女
夫
子
も
有
＾
又
顏
の
似
ぬ
子
も
有
。
マ
ア
大
概
顏
が
似
れ
ば、
心
も
よ
ふ
似
て
。 

『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』(

大
系
・
一
〇
五
頁
・
一
七
四
六
年
頃)

 

 

Ａ
と
い
う
条
件
上
な
ら
、
Ｂ
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。
し
か
も
「
お
ほ
か
た
」
の
例
の
よ
う
に
、
後

節
に
対
し
て
推
量
す
る
話
し
手
の
気
持
ち
が
入
る
よ
う
に
な
る
と
、
陳
述
副
詞
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
条

件
節
と
絡
み
合
い
な
が
ら
推
量
的
意
味
を
発
生
さ
せ
る
土
台
を
作
り
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

例
え
ば
、
「
お
そ
ら
く
」
の
場
合
は
、
未
実
現
の
事
柄
を
前
提
と
す
る
表
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
自
体
と
か
か
わ
っ
て

意
味
変
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
（
未
実
現
の
事
柄
）
を
恐
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
と
し
て
事
態
の
実
現
を
判
断

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
現
を
強
く
恐
れ
る
気
持
ち
か
ら
「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
意
と
な
り
、
文
末

の
推
量
表
現
と
共
起
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
（
二
四
）
の
よ
う
な
条
件
節
と
の
絡
み
が
想
定
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
近
世
後
期
以
降
、
事
態
に
対
す
る
話
し
手
の
推
量
判
断
の
意
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し

て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 
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(

二
三)

『
若
ㇱ
其
ノ
書
ヲ
不
取
ズ
ハ
、
恐
ラ
ク
ハ
他
ノ
官
ノ
者
、
此
ノ
由
ヲ
不
知
ズ
シ
テ
、
亦
、
君
ヲ
捕
ヘ
ム
ト
為
』 

ト
。 

 
 

 
 

『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
七 

三
十(

大
系
・
一
六
一
頁
・
一
一
二
〇
年
頃
か
） 

(
二
四)

竜
駕
ま
さ
に
都
に
還
つ
て
、
鳳
暦
永
く
天
に
則
る
。
恐
ら
く
は
微
臣
が
忠
功
に
非
ず
ん
ば
、
そ
れ
誰
と
か
せ
ん
や
。 

し
か
る
に
今
戦
功
い
ま
だ
立
た
ず
、
罪
責
た
ち
ま
ち
に
来
た
る
。 

『
太
平
記
』
巻
第
十
二(

新
全
集
・
七
三
頁
・
一
三
七
五
年
頃)

 

(

二
五)

(

右
近
→
妻)

妻
「
な
う
物
狂
や
物
狂
や
、
夫
あ
り
な
が
ら
何
と
妾
が
出
ら
れ
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
こ
れ
は
ふ
っ

つ
り
と
思
ひ
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
」
右
近
「
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
言
う
て
も
、
そ
ち
は
出

る
こ
と
は
な
る
ま
い
ぢ
ゃ
ま
で
。
」
妻
「
は
て
、
何
と
女
が
出
ら
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
」
右
近
「
よ
い
わ
。
お
き

を
ら
う
。
も
は
や
頼
ま
ぬ
。
上
は
御
清
粋
ぢ
ゃ
。
理
を
以
て
申
し
上
ぐ
る
に
負
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。

恐
ら
く
は
勝
っ
て
み
せ
う
。
」
妻
「
ア
ア
申
し
申
し
、
ま
づ
待
た
せ
ら
れ
い
。
」 

 

『
聟
女
狂
言
』「
右
近
左
近
」(

新
全
集
・
三
一
五
頁
・
室
町
末
期
～
近
世
初
期)

 

(

二
六)

さ
て
は
古
狸
な
ど
の
ば
く
る
、
み
こ
し
に
う
だ
う
と
い
ふ
も
の
に
こ
そ
。
お
そ
ら
く
は
い
と
め
ん
も
の
を
と
、
ゆ
み

と
り
な
を
し
、
す
び
き
し
て
、
猪
の
目
す
か
せ
る
か
り
ま
た
の
矢
を
と
り
、
か
の
坊
主
の
つ
ら
を
目
も
は
な
た
ず
に

ら
み
ゐ
る
に
、
ひ
た
物
た
か
く
な
り
て
、
後
に
は
見
あ
ぐ
る
事
、
ゆ
ひ
し
髪
の
襟
に
つ
く
ま
で
せ
り
。 

『
御
伽
物
語
』
巻
一(

新
全
集
・
四
六
〇
頁
・
江
戸
前
期)

 

(

二
七)

文
藝
院
の
設
立
な
ど
と
い
ふ
話
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
嘘
だ
ら
う
。 

内
田
魯
庵
（
談
）「
文
芸
取
締
問
題
と
芸
術
院
」『
太
陽
』1

号1
9
0
9
 

 

以
上
の
「
お
そ
ら
く
」
の
陳
述
副
詞
化
の
過
程
は
次
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
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<

図
三>

「
お
そ
ら
く
」
の
陳
述
副
詞
化 

 

 

    

 

次
に
、
②
推
量
表
現
と
共
起
す
る
前
後
段
階
で
「
ま
し
ょ
う
」
形
、
「
う
／
よ
う
」
形
な
ど
の
意
志
表
現
が
く
る
傾
向
を
見

て
い
く
。 

例
え
ば
、
「
き
っ
と
」
は
中
世
後
期
か
ら
推
量
形
と
共
起
し
、
そ
の
後
、
意
志
形
と
も
共
起
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。 

 

(

二
八)

「
花
ハ
今
夜
ノ
中
ニ
、
急
渡(

＝
急
度)

発
ㇰ
ベ
シ
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
中
華
若
木
詩
抄
』
中(

一
五
三
四
年
頃
？)

 

(

二
九)

(

酒
屋
→
太
郎
冠
者)

酒
屋
「
エ
イ
太
郎
冠
者
殿
、
わ
ご
り
ょ
の
來
る
を
待
っ
て
い
た
。
」
太
郎
冠
者
「
と
は
ま
た
い
か

よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
る
。
」
酒
屋
「
内
々
の
通
い
の
面
は
何
と
召
さ
る
ぞ
。
」
太
郎
冠
者
「
さ
れ
ば
そ
の
こ
と
で
ご

ざ
る
。
内
々
の
通
い
の
面
は
、
近
々
に
は
算
用
致
し
ま
し
ょ
う
ほ
ど
に
、
い
ま
二
、
三
日
待
た
せ
ら
れ
て
下
さ
れ
い
。
」

酒
屋
「
イ
ヤ
イ
ヤ
わ
ご
り
ょ
の
二
、
三
日
二
、
三
日
も
、
ほ
う
ど
聞
き
飽
い
た
。
き
ょ
う
は
ぜ
ひ
と
も
算
用
さ
し
め
。
」

太
郎
冠
者
「
何
が
さ
て
、
近
々
に
は
き
っ
と
算
用
致
し
ま
し
ょ
う
さ
て
、
た
だ
い
ま
參
る
も
別
な
る
こ
と
で
も
ご
ざ

ら
ぬ
。
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
小
名
狂
言
』「
千
鳥
」(

大
系
・
二
九
八
頁)

 

 

 

 

Ⅰ
「
恐
れ
て
い
る
こ
と
に
」
→
（
条
件
節
）
→ 

Ⅱ

「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
」 

 

→
（
意
志
表
現
／
推
量
表
現
な
ど
と
の
結
び
つ
き
）
→ 

Ⅲ

「
推
量
の
陳
述
副
詞
」 
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「
た
ぶ
ん
」
も
近
世
前
期
か
ら
「
～
か
と
思
う
」
形
と
共
起
し
は
じ
め
て
、
さ
ら
に
「
う
」
形(

「
う
／
よ
う
」
形)

と
の
共

起
関
係
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

(

三
〇)
柿
主
「
何
者
ぞ
と
思
ふ
た
れ
は
、
か
た
す
じ
や
よ
、
さ
り
な
が
ら
か
ら
す
な
ら
は
な
か
ふ
ぞ
、
な
か
ず
は
火
と
で
あ

る
事
も
あ
た
ふ
、
人
な
ら
は
に
く
ひ
事
じ
や
が
、
多
分
か
ら
す
か
と
思
ふ
」
（
か
ら
す
の
ま
ね
を
す
る
、
あ
ど
わ
ら

ふ
て
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
鬼
山
伏
狂
言
』「
柿
山
伏
」(

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
上
・
四
一
七
頁)

 
 

(

三
一)

さ
れ
ば
私
が
父
さ
ま
も
そ
れ
を
い
う
て
淨
閑
が
聞
え
ぬ
。
吝
い
も
事
に
よ
る
。
千
兩
二
千
兩
い
れ
ば
と
て
獨
子
の
命 

に
換
ら
る
か
。
地
色
欲
を
さ
へ
離
る
れ
ば
つ
い
埒
の
明
く
こ
と
。
口
惜
し
い
此
の
治
部
右
衞
門
浪
人
の
身
で
な
く
ば 

 
 

 

と
。
く
い
い
う
て
恨
言
。
多
分
今
日
も
見
え
ま
せ
う
父
さ
ま
の
袖
引
い
て
。
恥
し
め
て
い
は
せ
た
ら
な
ん
ぼ
吝
い
親

仁
さ
ま
も
得
心
な
う
て
な
ん
と
せ
う
。
ア
レ
父
樣
の
聲
が
す
る
。
や
が
て
能
い
こ
と
聞
か
せ
ま
し
ょ
。 

『
山
崎
與
次
兵
衛
壽
の
門
松
』(

大
系
・
三
〇
五
頁
・
一
七
一
八
頁)

 

 

ま
た
、「
お
お
か
た
」
は
平
安
時
代
に
推
量
の
「
べ
し
」
形
と
共
起
し
て
い
る
が
、
近
世
に
な
る
と
、
さ
ら
に
「
う
／
よ
う
」

形
や
「
に
ち
が
い
な
い
」
形
な
ど
も
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。 

 

(

三
二)

色
は
雪
は
づ
か
し
く
白
う
て
、
さ
青
に
、
額
つ
き
こ
よ
な
う
は
れ
た
る
に
、
な
ほ
下
が
ち
な
る
面
や
う
は
、
お
ほ
か 

た
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
長
き
な
る
べ
し
。 

 
 

『
源
氏
物
語
』
末
摘
花(

新
全
集
・
二
九
三
頁
・
一
〇
〇
八
年
頃)

 

(

三
三)

(

前
略)

大
方
か
た
き
同
士
と
や
ら
で
お
す
せ
う
。
堪
忍
し
て
お
く
ん
な
ん
し 

 
『
傾
城
買
二
筋
道
』(

新
全
集
・
一
六
四
頁
・
一
七
九
八
年
頃)
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こ
の
よ
う
に
「
き
っ
と
」「
た
ぶ
ん
」「
お
お
か
た
」
は
推
量
形
と
の
共
起
関
係
か
ら
意
志
形
と
も
共
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
以
下
の
「
お
そ
ら
く
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
は
意
志
表
現
と
の
共
起
関
係
が
先
に
く
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。 

「
お
そ
ら
く
」
は
近
世
前
期
に
意
志
形
と
の
共
起
関
係
か
ら
推
量
形
と
も
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

 
(

三
四)

(
右
近
→
妻)

妻
「
な
う
物
狂
や
物
狂
や
、
夫
あ
り
な
が
ら
何
と
妾
が
出
ら
れ
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
こ
れ
は
ふ
っ

つ
り
と
思
ひ
止
ま
ら
せ
ら
れ
た
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
」
右
近
「
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
言
う
て
も
、
そ
ち
は
出

る
こ
と
は
な
る
ま
い
ぢ
ゃ
ま
で
。
」
妻
「
は
て
、
何
と
女
が
出
ら
る
る
も
の
で
ご
ざ
る
ぞ
。
」
右
近
「
よ
い
わ
。
お

き
を
ら
う
。
も
は
や
頼
ま
ぬ
。
上
は
御
清
粋
ぢ
ゃ
。
理
を
以
て
申
し
上
ぐ
る
に
負
く
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
も
の

か
。
恐
ら
く
は
勝
っ
て
み
せ
う
。
」
妻
「
あ
あ
申
し
申
し
、
ま
づ
待
た
せ
ら
れ
い
。
」 

 

『
聟
女
狂
言
』「
右
近
左
近
」(

新
全
集
・
三
一
五
頁)

 

(

三
五)

さ
て
は
古
狸
な
ど
の
ば
く
る
、
み
こ
し
に
う
だ
う
と
い
ふ
も
の
に
こ
そ
。
お
そ
ら
く
は
い
と
め
ん
も
の
を
と
、
ゆ
み

と
り
な
を
し
、
す
び
き
し
て
、
猪
の
目
す
か
せ
る
か
り
ま
た
の
矢
を
と
り
、
か
の
坊
主
の
つ
ら
を
目
も
は
な
た
ず
に

ら
み
ゐ
る
に
、
ひ
た
物
た
か
く
な
り
て
、
後
に
は
見
あ
ぐ
る
事
、
ゆ
ひ
し
髪
の
襟
に
つ
く
ま
で
せ
り
。 

『
御
伽
物
語
』
巻
一(

新
全
集
・
四
六
〇
頁
・
江
戸
前
期)

 

 

「
た
い
て
い
」
は
否
定
文
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
が
、
明
治
に
入
る
と
推
量
形
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
う
／
よ
う
」
形

を
は
じ
め
、
「
だ
ろ
う
」
形
と
も
共
起
関
係
が
見
え
る
。 

 

(

三
六)

謎
の
や
う
な
事
を
申
し
た
、
あ
の
光
代
樣
さ
。
懇
望
し
て
居
る
の
は
大
抵
お
察
し
で
せ
う
。 

川
上
眉
山
「
書
記
官
」『
太
陽
』2

号1
8
9
5
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(

三
七)

渠
は
か
の
女
の
財
布
の
中
と
自
分
の
ポ
ケ
ト
と
を
そ
ら
で
数
へ
て
見
て
、
大
抵
大
丈
夫
だ
ら
う
と
決
心
し
、
か
の
女 

だ
け
を
そ
の
次
ぎ
に
つ
づ
く
二
等
車
へ
乗
せ
て
や
つ
た
。 岩

野
泡
鳴
（
一
九
一
〇
年
頃
）『
泡
鳴
五
部
』
一
〇
六
七
頁 

 

「
た
い
が
い
」
は
近
世
前
期
で
は
意
志
文
の
な
か
で
用
い
ら
れ
た
が
、
未
実
現
の
事
柄
を
表
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
近
世
後

期
に
は
推
量
表
現
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。 

 

(

三
八)

思
し
め
せ
。
そ
れ
は
先
づ
珍
重
權
三
殿
は
御
存
知
な
い
か
。
さ
れ
ば
存
じ
た
と
も
申
さ
れ
ず
存
ぜ
ぬ
と
も
申
さ
れ
ぬ
。

惣
じ
て
是
は
茶
の
湯
の
極
意
。
家
の
傳
多
け
れ
ど
も
師
匠
市
之
進
一
流
は
。
東
山
殿
よ
り
的
傳
。
一
子
相
傳
の
大
事

な
れ
ば
。
權
三
體
が
茶
の
湯
で
傳
授
許
し
受
け
う
筈
も
ご
ざ
ら
ね
ど
も
。
師
匠
の
咄
聞
き
は
つ
っ 

た
儀
も
有
り
。

大
概
非
の
入
ら
ぬ
程
の
御
用
の
間
に
は
合
せ
ま
せ
う
と
。 

『
鑓
の
權
三
重
帷
子
』(

大
系
・
二
六
〇
頁
・
一
七
一
七
年
頃)

 

(

三
九)

(

西
心
・
白
蓮
・
杢
助
）
西
心
「
サ
ア
、
追
暖
か
に
な
っ
て
來
る
故
、
善
光
寺
へ
參
詣
せ
う
と
、
そ
れ
故
今
晩
お
礼
や

ら
、
お
暇
乞
に
上
っ
た
の
じ
ゃ
。
」
白
蓮
「
何
、
善
光
寺
へ
行
か
っ
し
ゃ
る
。
そ
り
ゃ
ア
い
ゝ
こ
っ
た
が
、
然
し
あ

ち
ら
は
名
代
の
雪
。
三
月
に
さ
っ
し
ゃ
れ
ば
い
ゝ
に
。
」
西
心
「
イ
ヤ
、
も
ふ
大
概
雪
も
片
附
ま
し
た
ら
ふ
。
」
杢

助
「
ど
ふ
し
て
、
わ
し
ら
が
國
の
雪
と
い
ふ
も
の
は
、
五
月
で
な
く
ち
ゃ
ア
解
は
し
ね
へ
。
今
の
樣
に
泪
を
こ
ぼ
し

た
り
、
水
鼻
を
垂
ら
し
た
り
す
る
と
、
直
に
氷
柱
に
ぶ
ら
下
る
。
」 

『
小
袖
曽
我
薊
色
縫
』(

大
系
・
三
八
三
頁
・
一
八
五
九
年
頃)

 
 
 

 

こ
の
よ
う
に
、
推
量
の
陳
述
副
詞
は
、
意
志
表
現
と
近
接
的
な
用
法
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。 



173 

 

お
わ
り
に 

  

本
稿
は
推
量
の
意
を
表
す
陳
述
副
詞
を
対
象
に
、
歴
史
的
観
点
か
ら
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
現
在
に
な
っ
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
史
の
大
き
い
枠
の
中
で
、
個
々
の
陳
述
副
詞
の
変
遷
過
程
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る

推
量
的
意
味
の
発
生
時
期
や
陳
述
副
詞
へ
の
傾
斜
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
た
。 

現
代
日
本
語
の
副
詞
に
お
い
て
は
根
本
的
な
問
題
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
ま
ず
、
陳
述
と
い
う
概
念
を
提
唱

し
た
山
田
孝
雄
（
一
九
〇
八 

他
）
を
は
じ
め
、
時
枝
誠
記
（
一
九
五
〇
）
、
渡
辺 

実
（
一
九
七
一
）
、
工
藤 

浩
（
一
九
八
二
）

な
ど
の
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
用
語
や
用
法
な
ど
が
異
な
る
。
ま
た
、
従
来
の
陳
述
副
詞
研
究
に
お
い
て
は
、
特
に
推
量
の
意

を
表
す
副
詞
の
場
合
、
現
代
語
の
副
詞
の
意
義
特
徴
や
文
末
表
現
と
の
関
係
な
ど
の
構
文
的
機
能
に
関
す
る
も
の
に
集
中
し
て

い
る
。
歴
史
的
研
究
と
は
言
っ
て
も
、
明
治
以
降
に
見
ら
れ
る
副
詞
と
文
末
表
現
と
の
共
起
関
係
を
分
析
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
陳
述
副
詞
の
う
ち
、
推
量
的
意
味
を
表
す
副
詞
「
き
っ
と
」

「
お
そ
ら
く
」
「
た
ぶ
ん
」
「
お
お
か
た
」
「
た
い
て
い
」
「
た
い
が
い
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
過
程
を
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
を
以
下
に
簡
略
に
ま
と
め
て
お
く
。 

 

「
き
っ
と
」
は
、
中
古
に
「
き
と
」
の
形
で
様
態
副
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
中
世
前
期
に
入
っ
て
促
音
を
介
し
た

「
き
つ
と
／
き
っ
と
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
行
動
や
事
態
に
対
し
て
間
違
い
な
く
行
う
と
い
う
話
し
手
の
判
断

を
表
す
新
し
い
意
味
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
中
世
後
期
以
降
か
ら
は
推
量
表
現
を
伴
っ
て
、
あ
る
行
動
や
事
態
に
対
し
て
間

違
い
な
く
行
う
と
い
う
話
し
手
の
判
断
を
推
量
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
代
と
と
も
に
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。 

「
お
そ
ら
く
」
は
、
中
古
に
「
恐
れ
て
い
る
」
な
ど
の
意
を
表
す
連
語
の
「
お
そ
る
ら
く
は
」
か
ら
、
中
世
に
は
「
は
ば
か
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り
な
く
」
「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
」
の
意
を
表
す
副
詞
「
お
そ
ら
く
は
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
、
中

世
後
期
に
は
条
件
表
現
な
ど
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
推
量
的
意
味
を
強
め
て
い
っ
た
。
近
世
に
は
推
量
形
を
は
じ
め
、
断
定
形
・

意
志
形
な
ど
と
も
呼
応
し
、
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
明
治
以
降
に
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
も
共
起
し
、
主

に
「
事
態
が
起
き
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
推
量
す
る
」
の
意
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
近
世
前
期
に
は
助
詞
「
は
」

が
脱
落
し
た
「
お
そ
ら
く
」
形
も
現
れ
る
。 

 

「
た
ぶ
ん
」
は
、
中
世
前
期
の
資
料
か
ら
は
法
語
書
な
ど
に
偏
っ
て
現
れ
、
「
限
ら
れ
た
範
囲
で
占
め
る
多
い
部
分
、
大
多

数
」
の
意
を
表
す
名
詞
性
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
後
期
に
は
副
詞
と
し
て
事
柄
や
事
態
に
対
し
て
「
そ
の
可
能
性
が
強

い
こ
と
を
判
断
し
て
い
う
。
お
お
か
た
。
多
く
は
。
十
中
八
九
。
大
抵
。
」
と
い
う
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
る
。
近
世
に
入
る

と
、
推
量
の
意
を
表
し
て
文
末
の
推
量
形
と
呼
応
す
る
よ
う
に
な
り
、
陳
述
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
世
後

期
に
は
推
量
の
「
だ
ろ
う
」
形
と
も
呼
応
し
、
明
治
以
降
は
陳
述
副
詞
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
。 

 

「
お
お
か
た
」
は
、
中
古
に
は
す
で
に
名
詞
、
形
容
動
詞
、
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
名
詞
で
あ
り
な
が

ら
、『
万
葉
集
』
な
ど
で
は
副
詞
性
が
強
く
見
え
、
中
世
末
期
に
は
副
詞
的
用
法
が
現
れ
る
。
副
詞
と
し
て
「
だ
い
た
い
～
」「
概

略
的
に
～
」
な
ど
の
意
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
陳
述
性
が
現
れ
、
推
量
表
現
や
否
定
表
現
と
共
起
し
は
じ
め
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
後
、
多
様
な
推
量
表
現
と
共
起
し
つ
つ
、
近
現
代
に
は
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

「
た
い
て
い
」
は
、
中
古
以
降
、
名
詞
や
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
中
、
近
世
に
は
形
容
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
。
し
か
し
、
形
容
動
詞
と
し
て
の
機
能
は
次
第
に
衰
退
し
て
い
く
。
い
ず
れ
も
主
と
し
て
否
定
文
と
と
も
に
用
い
ら
れ
、

現
代
語
で
は
「
た
い
て
い
～
で
は
な
い
」
と
い
う
慣
用
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
副
詞
の
「
た
い
て
い
」
は
否
定
文
で

は
「
普
通
程
度
で
な
く
、
ま
っ
た
く
」
の
意
、
肯
定
文
で
は
「
普
通
程
度
で
は
な
く
、
た
い
そ
う
」
の
意
、
節
や
断
定
文
の
中

で
は
「
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
」
な
ど
の
意
を
表
す
。
明
治
以
降
は
推
量
表
現
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
、
推
量
的
意
味
を
表
す
陳
述
副
詞
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
言
え
る
。 
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「
た
い
が
い
」
は
、
中
古
に
「
物
事
の
大
筋
と
な
る
部
分
、
あ
ら
ま
し
」
な
ど
の
意
を
表
す
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
中
世

に
な
っ
て
か
ら
形
容
動
詞
、
副
詞
の
機
能
を
生
じ
さ
せ
る
。
形
容
動
詞
は
程
度
性
を
持
ち
つ
つ
、
近
代
に
ま
で
引
き
継
が
れ
る
。

近
世
で
は
、
主
に
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
前
期
に
話
し
手
に
よ
っ
て
あ
る
事
柄
や
事
態
が
起
き
る
可
能
性
を
推
量
す
る
よ
う

に
な
り
、
後
期
に
は
推
量
形
と
共
起
す
る
よ
う
に
な
る
。
明
治
以
降
は
推
量
の
陳
述
副
詞
と
し
て
そ
の
性
格
を
強
め
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。 

 
 

い
ず
れ
も
他
の
品
詞
、
あ
る
い
は
他
の
性
質
を
も
つ
も
の
か
ら
推
量
の
意
を
表
す
陳
述
副
詞
へ
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
推
量

的
意
味
を
発
生
さ
せ
陳
述
副
詞
化
し
て
い
く
時
期
な
ど
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
過
程
の
間
に
「
～
ば
」
な
ど
の
条
件
節
と
の

絡
み
合
い
や
、
否
定
表
現
、
意
志
表
現
な
ど
と
の
結
び
つ
き
な
ど
、
似
た
よ
う
な
傾
向
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、

今
回
考
察
の
対
象
と
し
た
副
詞
は
少
な
く
、
ま
た
、
で
き
る
限
り
多
様
な
資
料
を
用
い
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
の
、
研
究
資
料

は
膨
大
で
あ
っ
て
、
扱
え
る
範
囲
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
は
、
対
象
と
す
る
副
詞
の
数
を
増
や
す

一
方
、
口
語
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
資
料
を
見
極
め
つ
つ
、
陳
述
副
詞
化
へ
の
進
化
過
程
を
一
層
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
陳
述
副
詞
と
し
て
定
着
し
て
い
く
過
渡
期
の
分
析
も
、
さ
ら
に
精
緻
に
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
か

ら
も
引
き
続
き
考
察
を
進
め
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。 
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東
京
大
学
出
版
会 

山
田
孝
雄(

一
九
〇
八
）
『
日
本
文
法
論
』
宝
文
館 

＿
＿
＿
＿(

一
九
三
六
）
『
日
本
文
法
学
概
論
』
宝
文
館 

＿
＿
＿
＿(

一
九
四
〇
）
『
國
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
の
研
究
』
宝
文
館 
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＿
＿
＿
＿(

二
〇
〇
九)

『
国
語
学
史
要
』
書
肆
心
、
ｐ
ｐ
．
１
４-

２
５ 

渡
辺 

実(

一
九
七
一)

『
国
語
構
文
論
』
塙
書
房 

＿
＿
＿
＿(

一
九
八
三)

『
副
用
語
の
研
究
』
明
治
書
院 

  

【
学
術
論
文
】 

 

案
野
香
子(

一
九
九
六)
「
副
詞
の
問
題
点
」
『
国
文
学
解
釋
と
鑑
賞
』
至
文
堂
、
通
７
７
６-

７
７
９ 

市
村
太
郎(

二
〇
一
二)

 

副
詞
「
だ
い
ぶ
」
に
つ
い
て
―
近
世
語
を
中
心
に
―
」『
早
稲
田
日
本
語
研
究
』（
２
０
）
早
稲
田
大
学
日
本

語
学
会
、
ｐ
ｐ
．
４
６-

５
７ 

糸
川 

優(

一
九
八
九)

「
陳
述
副
詞
の
本
質
」
『
青
山
語
文
』
１
９ 

青
山
学
院
、
ｐ
ｐ
．
１
０
２-

１
０
９ 

川
瀬 

卓(

二
〇
一
三)

「
副
詞
の
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
課
題
と
可
能
性
」『
国
語
国
文
学
』
第
三
十
四
号 

弘
前
大
学
、
ｐ
ｐ
．
１-

２
０ 

小
池 

 

康(

一
九
九
七
）「
副
詞
の
共
起
変
化
の
一
考
察-

モ
ダ
リ
テ
ィ
と
共
起
す
る
副
詞
を
中
心
に-

」『
筑
波
応
用
言
語
学
研
究
』
４ 

筑
波
大
学
、
ｐ
ｐ
．
６
９-
８
１ 

＿
＿
＿
＿(

二
〇
〇
二
a)

「
現
代
日
本
語
に
お
け
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
副
詞
マ
サ
カ
の
意
味
と
用
法
の
変
遷
」『
文
芸
言
語
研
究 

言
語
篇
』 

(

四
二)

 

筑
波
大
学
文
藝
・
言
語
学
系
、
ｐ
ｐ
．
１
３-

３
６ 

＿
＿
＿
＿(

二
〇
〇
二
b)

「
副
詞
の
共
起
形
式
に
関
す
る
史
的
変
遷
」
『
日
本
語
科
学
』(

１
２)

日
本
語
科
学
、
ｐ
ｐ
．
４
８-

７ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

１ 

小
林
幸
江(

一
九
七
八)

「
現
代
語
に
見
ら
れ
る
陳
述
副
詞
の
研
究
」
『
日
本
語
学
校
論
集
』
東
京
外
国
語
大
学
、
ｐ
ｐ
．
７
１-

９
９ 
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＿
＿
＿
＿(

一
九
八
〇)

「
推
量
の
表
現
お
よ
び
そ
れ
と
呼
応
す
る
副
詞
に
つ
い
て
」『
日
本
語
学
校
論
集
』
東
京
外
国
語
大
学
、
ｐ
ｐ
．

３-

２
２ 

杉
村 

 
泰(

二
〇
〇
四)

「
蓋
然
性
を
表
す
副
詞
と
文
末
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
」
言
語
文
化
論
集
２
５
（
２
）
、
ｐ
ｐ
．
９
９-

１
１
１ 

鈴
木
重
幸(
一
九
七
二)

「
渡
辺
実
著
『
国
語
構
文
論
』
」
『
国
語
と
国
文
学
』
４
９
（
１
２
）
国
語
と
国
文
学
、
ｐ
ｐ
．
６
３
‐
６
９ 

鈴
木
一
彦(
一
九
五
九)

「
副
詞
の
整
理
」
『
国
語
と
国
文
学
』
３
６(

７-

１
２)

東
京
大
学
、
ｐ
ｐ
．
５
９-

７
０ 

大
槻
美
智
子(
二
〇
○
三)

「
し
ひ
て
」
『
国
語
副
詞
の
史
的
研
究
』
濱
田 

敦
編 

新
典
社
刊
行
、
ｐ
ｐ
．
２
５
４-

２
８
１ 

田
和
真
紀
子(

二
〇
一
二)

「
副
詞
は
『
品
詞
の
ゴ
ミ
タ
メ
』
か
‐
副
詞
の
異
名
の
名
付
け
と
品
詞
分
類
の
問
題
‐
」『
国
語
語
彙
史
の 

研
究 

三
十
一
』
国
語
語
彙
史
研
究
会 

和
泉
書
院
、
ｐ
．
９
４ 

塚
原
鉄
雄(

二
〇
○
三)

「
『
な
か
な
か
に
』
か
ら
『
な
か
な
か
』
へ
」
『
国
語
副
詞
の
史
的
研
究 

増
補
版
』
、
濱
田
敦
編
、
新
典
社 

刊
行
、
ｐ
ｐ
．
２
８-

８
９ 

鳴
海
伸
一(

二
〇
一
二
）「
時
間
的
意
味
発
生
の
過
程
の
類
型
―
副
詞
を
中
心
に
―
」『
国
語
学
研
究
』
東
来
北
大
学
文
学
部
『
国
語
学

研
究
』
刊
行
会
、
ｐ
ｐ
．
１
０
２-

１
１
６ 

仁
田
義
雄(

二
〇
〇
二)

「
動
詞
に
係
る
副
詞
的
修
飾
成
分
の
諸
相
」
『
日
本
語
学
』
２-

１
０ 

明
治
書
院 

 

芳
賀 

綏(

一
九
五
四)

「
『
陳
述
』
と
は
何
も
の
？
」
『
国
語
国
文
』
２
３-

4 

京
都
大
学
、
ｐ
ｐ
．
４
７-

６
１ 

真
下
三
郎(

一
九
六
三)

「
近
世
『
き
っ
と
』
考
」『
国
語
教
育
研
究
』(

8)

広
島
大
学
教
育
学
部
光
葉
会
、
ｐ
ｐ
．
３
９
１-

３
９
５ 

三
宅
知
宏(

一
九
九
五)

「
『
推
量
』
に
つ
い
て
」
『
国
語
学
』
１
８
３ 

国
語
学
会
、
ｐ
ｐ
．
１-

１
１ 

森
岡
健
二(

一
九
八
四)

「
副
用
語
の
単
位
と
し
て
の
位
置
」
『
上
智
大
学
国
文
学
論
集
』(

一
七)

上
智
大
学
、
ｐ
ｐ
．
５-

１
０ 

森
本
順
子(

二
〇
〇
八)

「
副
詞
の
現
在
」
『
日
本
語
学
』
明
治
書
院
、
通
２
１
８-

２
２
２ 

渡
辺 

実(

一
九
四
九)

「
陳
述
副
詞
の
機
能
」
『
国
語
国
文
』
、
ｐ
ｐ
．
１-

１
８ 

  

https://opac.rikkyo.ac.jp/opac/opac_authority/?lang=0&amode=11&auid=AU41015024&start=1&opkey=B142060498828452&bibid=BB40048439&check=0&listnum=0
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【
辞
典
・
辞
書
類
】 

 
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』(

一
九
五
二)

冨
山
房 

国
語
学
会
編
（
一
九
八
〇
）
『
国
語
学
大
辞
典
』
東
京
堂
出
版 

グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
編
（
一
九
九
八
）
『
教
師
と
学
習
者
の
た
め
の
日
本
語
文
型
辞
典
』
く
ろ
し
お
出
版 

小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
集(

二
〇
〇
一)

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版 

小
学
館 

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編 

(

一
九
六
七)

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
上
代
編
」
三
省
堂 

土
井
忠
生 

他(

一
九
八
〇)
『
邦
訳:

日
葡
辞
書
』
岩
波
書
店 

中
村
幸
彦 

他(

一
九
八
二
～
一
九
九
九)

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
角
川
書
店 

西
垣
幸
夫 

 
 
(

二
〇
〇
五)

『
日
本
語
の
語
源
辞
典
』
文
芸
社 

飛
田
良
文 

他(

一
九
九
四)

『
現
代
副
詞
用
法
辞
典
』
東
京
堂
出
版 

＿
＿
＿
＿ 

他(

一
九
九
六)

『
和
英
語
林
集
成
初
版
訳
語
総
索
引
』
笠
間
書
院 

前
田 

勇 
 
 
 
(

一
九
六
四)

『
近
世
上
方
語
辞
典
』
東
京
堂 

＿
＿
＿
＿ 

（
一
九
七
四
）
『
江
戸
語
大
辞
典
』
講
談
社 

室
町
時
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編(

一
九
八
五
～
二
〇
〇
一)

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
「
室
町
時
代
編
」
三
省
堂 

諸
橋
轍
次 

 
 
(

一
九
五
六
・
一
九
九
九
）
『
大
漢
和
辞
典
』
大
修
館
書
店 

吉
田
金
彦 

他(

二
〇
〇
一
）
『
訓
点
語
辞
典
』
東
京
堂
出
版 
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【
資
料
一
覧
】 

 
○
【
テ
キ
ス
ト
】『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）（
「J

a
p
a
n
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
 L
i
b

オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
併
用
）
、『
日

本
古
典
文
学
大
系
』
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
以
上
、
岩
波
書
店
）
、
『
噺
本
大
系
』
（
東
京
党
出
版
）
（
国
文
学
研
究
資
料
電

子
資
料
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
も
併
用
）
の
所
収
の
諸
作
品
を
対
象
と
す
る
。 

以
下
、
各
章
で
用
い
た
作
品
名
を
挙
げ
る
。(

『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
『
大
系
』
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
は
『
新
大
系
』
、

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
は
『
新
全
集
』
、
『
噺
本
大
系
』
は
『
噺
本
』
と
略
す)

 

 〈
第
一
章
〉
『
竹
取
物
語
』
『
枕
草
子
』
『
後
鳥
羽
院
御
口
伝
』
『
古
今
著
聞
集
』
『
曽
我
物
語
』
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
『
文
武
二
道

万
石
通
』
『
春
色
辰
巳
園
』
（
以
上
『
大
系
』
）
、『
堤
中
納
言
物
語
』『
讃
岐
典
侍
日
記
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
四
番
目
物
（
二
）
』 

『
武
道
伝
来
記
』
『
博
多
小
女
郎
波
枕
』
『
冥
途
の
飛
脚
』
『
平
家
女
護
島
』
『
薩
摩
歌
』
『
大
経
師
昔
暦
』
『
鑓
の
権
三
重
帷
子
』

『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
保
元
物
語
』
『
狂
言
集
』(

以
上
『
大
系
』
・
『
新
全
集
』)

 

『
新
竹
斎
』(

以
上
『
噺
本
』)

 
 

〈
第
二
章
〉『
古
今
著
聞
集
』『
鹿
の
巻
筆
』『
山
中
人
饒
舌
』『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』『
源
平
布
引
滝
』『
浮
世
風
呂
』(

以
上
『
大
系
』)

 

『
古
事
談
』
『
今
昔
物
語
』(

以
上
『
新
大
系
』)
『
日
本
書
記
』
『
出
雲
国
風
土
記
』
『
十
訓
抄
』
『
拾
玉
得
花
』
『
太
平
記
』
『
一 

 

休
ば
な
し
』
『
御
伽
物
語
』
『
男
色
大
鑑
』
『
平
家
女
護
嶋
』
東
海
道
中
膝
栗
毛
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
狂
言
集
』(

以
上
『
大

系
』
『
新
全
集
』)

 

〈
第
三
章
〉『
妻
鏡
』『
消
息
文
抄
』『
開
目
抄
』
『
春
色
辰
巳
園
』『
都
鄙
問
答
』『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』(

以
上
『
大
系
』)

 

『
沙
石

集
』
『
三
道
』
『
心
中
刃
は
氷
の
朔
日
』
『
今
宮
の
心
中
』
『
好
色
一
代
男
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
『
山

崎
與
次
兵
衛
壽
の
門
松
』
『
狂
言
集
』
『
風
月
花
情 

春
告
鳥
』(

以
上
『
大
系
』
『
新
全
集
』)

 

『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』
『
軽
口 
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大
わ
ら
ひ
』
『
歳
旦
話
』
『
梅
屋
集
』(

以
上
『
噺
本
』)

 
〈
第
四
章
〉
『
土
佐
日
記
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
詩
学
逢
原
』
『
夏
祭
浪
花
鑑
』
『
韓
人
漢
文
手
管
始
』
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
『
助
六
』 

(
以
上
『
大
系
』)

『
万
葉
集
』
『
古
今
和
歌
集
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
落
窪
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
更
級
日
記
』
『
大

和
物
語
』
『
う
つ
ぼ
物
語
』『
和
泉
式
部
日
記
』
『
平
中
物
語
』『
落
窪
物
語
』『
狭
衣
物
語
』『
栄
花
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』 

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
『
大
鏡
』
『
枕
草
紙
』
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
『
春
の
深
山
路
』
『
中
将
姫
本
地
』(

室
町
物
語
草
子
集)

『
十

訓
抄
』
『
三
道
』
『
風
姿
花
伝
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
『
徒
然
草
』
『
武
道
伝
来
記
』
『
浮
世
物
語
』
『
碁
太
平
記
白
石
噺
』
『
排
蘆
小

船
』
『
好
色
一
代
男
』
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
『
武
家
義
理
物
語
』
『
傾
城
買
二
筋
道
』
『
啌
多
雁
取
帳
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
狂

言
集
』(

以
上
『
大
系
』『
新
全
集
』)

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』(

以
上
『
大
系
』『
新
全
集
』)

『
古
今
秀
句
落
し
噺
』(

『
噺
本
』)

 

〈
第
五
章
〉
『
保
元
物
語
』
『
沙
石
集
』
『
お
染
久
松
色
読
販
』
『
傾
城
禁
摺
本 

傾
城
禁
短
氣
』
『
伽
羅
先
代
萩
』
『
幼
稚
子
敵
討
』

『
韓
人
漢
文
手
管
始
』(

以
上
『
大
系
』)

『
将
門
記
』
『
野
白
内
証
鑑
』
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
『
双
蝶
蝶
曲
輪
日
記
』
『
排
蘆
小 

船
』『
心
中
宵
庚
申
』『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』『
遊
子
方
言
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
狂
言
集
』(

以
上
『
大
系
』『
新
全
集
』)

『
あ

ご
の
掛
金
』
『
は
な
し
の
い
け
す
』
『
名
歌
徳
三
舛
玉
垣
』
『
け
い
せ
い
反
魂
香
』
『
浮
世
風
呂
』(

以
上
『
噺
本
』)

 

〈
第
六
章
〉
『
大
鏡
』
『
沙
石
集
』
『
太
平
記
』
『
神
皇
正
統
記
』
『
都
鄙
問
答
』
『
槐
記(

抄)

』
『
鑓
の
權
三
重
帷
子
』
『
菅
原
伝
授
手
習

鑑
』
『
歌
学
提
要
』
『
浮
世
風
呂
』
『
小
袖
曽
我
薊
色
縫
』(

以
上
『
大
系
』)

『
連
歌
比
況
集
』
『
三
道
』
『
風
姿
花
伝
』
『
排
蘆
小

船
』
『
遊
子
方
言
』
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
『
傾
城
買
二
筋
道
』
『
形
容
化
景
唇
動
：
鼻
下
長
物
語
』
『
妹
背
山
婦
女
庭
訓
』
『
風
月

花
情 

春
告
鳥
』
『
野
白
内
証
鑑
』
『
柳
髪
新
話 

浮
世
床
』(

以
上
『
新
全
集
』)

『
狂
言
集
』(

以
上
『
大
系
』
『
新
全
集
』)

『
鳩

潅
雑
話
』(

『
噺
本
』)

 

 

○
【
索
引
類
】
『
竹
取
物
語
総
索
引
』
（
山
田
忠
雄
武
・
蔵
野
書
院
・1

9
1
6

）
『
平
安
日
記
文
学
（
土
佐
・
蜻
蛉
・
和
泉
・
紫
・
更
級
）

総
合
語
彙
索
引
』（
西
端
辛
雄
他
・
勉
誠
社
・1

9
9
6

）『
歌
物
語
（
伊
勢
・
平
中
・
大
和
物
語
）
総
合
語
彙
索
引
』（
西
端
辛
雄
他
・
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勉
誠
社
・1

9
9
4

）
『
大
和
物
語
語
彙
索
引
』(

塚
原
鉄
雄
他
・
笠
間
索
引
叢
刊
・1

9
7
0
)

『
多
武
峯
少
将
物
語
本
文
及
び
総
索
引
』 

（
小
久
保
崇
明
・
笠
間
索
引
叢
刊
・1

9
7
2

）
『
「
平
中
物
語
」
研
究
と
索
引
』(

曽
田
文
雄
・
渓
水
社
・1

9
8
5
)

『
宇
津
保
物
語
：
本

文
と
索
引
』
（
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
・
笠
間
書
院
・1

9
7
3

‐1
9
8
2

）
『
枕
草
子
総
索
引
』
（
右
文
書
院
・1

9
6
7

）
『
落
窪
物
語
索

引
』
（
松
尾
聡
他
・
明
治
書
院
・1

9
6
7

）
『
紫
式
部
日
記
用
語
索
引
』(

佐
伯
梅
友
他
・
巌
南
堂
書
店
・1

9
9
9
)

『
大
鏡
』(

保
阪
弘

司
・
学
燈
社
・1

9
7
4
)

『
栄
花
物
語:

本
文
と
索
引
』(

高
知
大
学
・
武
蔵
野
書
院
・1

9
8
5
)

『
夜
の
寝
覚
総
索
引
』(

阪
倉
篤
義
他
・

明
治
書
院
・1

9
7
4
)

『
成
尋
阿
闍
梨
母
日
記
の
研
究
』
（
岡
崎
和
夫
・
明
治
書
院
・1

9
9
5

）
『
狭
衣
物
語
語
彙
索
引
』
（
塚
原
鉄
雄

他
・
笠
間
索
引
叢
・1

9
7
5

）『
讃
岐
典
侍
日
記
本
文
と
索
引
』（
鎌
田
廣
夫
他
・
お
う
ふ
う
・1

9
9
8

）『
打
聞
集
の
研
究
と
総
索
引
』

（
増
田
繁
夫
・
清
文
堂
・1

9
8
1

）『
た
ま
き
は
る
総
索
引
』（
鈴
木
一
彦
他
・
明
治
書
院
・1

9
7
9

）『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』(

塚

原
清
他
・
笠
間
索
引
叢
刊
・1

9
8
4
)

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
総
索
引
』
（
鈴
木
弘
道
・
笠
間
索
引
叢
刊
・1

9
7
7

）
『
水
鏡
：
本
文
及

び
総
索
引
』(

榊
原
邦
彦
・
笠
間
索
引
叢
刊
・1

9
9
0
)

『
宇
治
拾
遺
物
語
総
索
引
』
（
増
田
四
郎
・
清
文
堂
・1

9
7
5

）
『
平
家
物
語

総
索
引
』
（
笠
榮
治
・
牧
野
出
版
・1

9
9
8

）
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
：
本
文
と
総
索
引
』(

大
塚
光
信
他
・
清
文
堂
出
版
・1

9
9
9
)

『
抄
物
資
料
集
成
』(

大
塚
光
信
・
清
文
堂
出
版
・1

9
7
1
)

『
色
葉
字
類
抄:

研
究
並
び
に
索
引
』(

中
田
祝
男
他
・
風
間
書
房
・

1
9
6
4
)

『
狂
言
六
義
全
注
』(

北
原
保
雄
他
・
勉
誠
社
・1

9
9
1
)

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
―
本
文
編
上
・
中
・
下
―
』(

池

田
廣
司
他
・
表
現
社
・1

9
7
2

‐1
9
8
3
)
 

 

○
「(

C
D
-
R
O
M

版)

太
陽
コ
ー
パ
ス 

雑
誌
『
太
陽
』
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」(

国
立
国
語
研
究
所)

、
「(

C
D
-
R
O
M

版)

新
潮
文
庫 

明
治
の
文

豪
」
・
「(

C
D
-
R
O
M

版)

新
潮
文
庫 

大
正
の
文
豪
」(

新
潮
社)
、
「
『
朝
日
新
聞
』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」(

朝
日
新
聞
社;

 

「
『J
a
p
a
n
 K
n
o
w
l
e
d
g
e
 L
i
b

』
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
利
用)
、「
『
茶
漉
』
コ
ー
パ
ス
」
の
「
『
青
空
文
庫
』
」
コ
ー
パ
ス
」
、 

「
古
記
録
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
・
「
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
・
「
奈
良
時
代
古
文
書
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」(

以
上
、
東
京
大
学
資
料
編
纂
所
：h

t
t
p
:
/
/
w
w
w
a
p
.
h
i
.
u
-
t
o
k
y
o
.
a
c
.
j
p
/
s
h
i
p
s
/
s
h
i
p
s
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r

） 

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller
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【参考資料】<工藤 浩(一九八二)による叙法副詞の一覧表> 

 

Ａ 願望－当為的な叙法 

 ａ）基本叙法 

  １）依頼─どうぞ どうか なにとぞ なにぶん ／ 頼むから 

  ２）勧誘・申し出 etc.─さあ まあ なんなら（なんでしたら） 

 ｂ）擬似叙法 

  ３）希望・当為 etc.─ぜひ せめて いっそ できれば なんとか 

         なるべく できるだけ どうしても 当然 断じて 

     cf) 意志─あくまでも すすんで ひたすら いちずに etc. 

       意図─わざと わざわざ ことさら あえて etc. 

Ｂ 現実認識的な叙法 

 ａ）基本叙法 

  ４）感嘆・発見 etc.─なんと なんて なんともはや 

  ５）質問・疑念 ─はたして いったい ／ なぜ どうして etc. 

  ６）断定─勿論 無論 もとより ／ 明らかに 言うまでもなく 

  ７）確信─きっと かならず ぜったい（に） 断じて 

  ８）推測─多分 恐らく さぞ 定めし 大方 ／ 大概 大抵 

       ／ まさか よもや ／ たしか もしや さては 

  ９）伝聞─なんでも 聞けば  cf) Ｄ情報源 ～によれば etc. 

 ｂ）擬似叙法 

  １０）推定─どうも どうやら ／ よほど 

  １１）不確定─あるいは もしかすれば ことによると ひょっとしたら 

        ／ あんがい 

  １２）習慣・確率 etc.─きまって かならず きっと 

          ／ とかく えてして ややもすれば ともすると 

          ／ いつも よく ／ 大抵 大概 普段 

  １３）比況─あたかも まるで ちょうど ／ いかにも さも 

  １４）否定 

   イ）判断性─けっして ／ まさか よもや ／ 断じて 
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     部分否定─必ずしも 一概に あながち まんざら 

     とりたて─別に 別段 格別 ことさら 

   ロ）程度性─たいして さほど さして ちっとも すこしも 

           一向(に) でんで ／ まるで 全然 まったく 

   ハ）動作限定─ろくに めったに さっぱり ついぞ たえて 

     （不可能）  とても とうてい なかなか どうしても 

     （疑問詞）  なんら なんの なにも なにひとつ etc. 

   ニ）慣用句─毛頭 皆目 寸分 とんと おいそれと(は)etc. 

     cf) 否定的傾向─所詮 どうせ どだい なまじ へたに 

       （相対的テンス）まだ もう いあまさら 

  １５）肯定─かならず さぞ ぜひ 

     cf) 一般の程度副詞 ある種のアスペクト副詞  

※Ａ願望－当為的叙法にも、Ｂ現実認識的叙法にも用いられるもの 

     きっと かならず 絶対（に） 断じて ／ もちろん 無論  

Ｃ 条件－接続の叙法 

  １６）仮定条件─もし 万一 かりに ／ いったん 

          ／ あまり よほど ／ どうせ 同じ 

  １７）仮定逆条件─たとえ たとい よし よしんば 

  １８）逆条件（仮定～既定）─いくら いかに どう どんなに etc. 

  １９）原因・理由─なにしろ なにせ 何分 ／ さすがに あまり 

  ２０）譲歩─もちろん たしかに なるほど いかにも 

  ２１）譲歩～理由─せっかく  

Ｄ 下位叙法 sub-modality 

  ２２）確認・同意─なるほど 確かに いかにも 全く ／ 道理で 

  ２３）うちあけ─実は 実の所 実を言えば 本当は 正直(言って) 

    思い起し─思えば 考えてみると 思い起せば 

  ２４）証拠立て─現に 事実 じっさい だいいち 

    たとえ ― いわば いうなれば 言ってみれば 

  ２５）説き起し─およそ そもそも 一体 大体 本来 元来 
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    （概括）   一般に 概して 総じて 

    まとめ ─結局 畢竟 要するに 要は つまり 早い話(が) 

   （はしょり） どうせ どっちみち いずれにせよ 所詮 とにかく 

  ２６）予想予期─案の定 やはり はたして 

           めずらしく 案外（に） 意外にも ／ かえって 

  ２７）観点～側面─正しくは 正確には 厳密には ／ 詳しくは etc. 

            技術的には 時間的には 文法的には etc. 

    （情報源）   ～によれば ～に従えば etc.   cf) ９)伝聞  

 


