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序
章 

 

俵
屋
宗
達
作
「
風
神
雷
神
図
屏
風
」
に
続
く
尾
形
光
琳
、
酒
井
抱
一
、
鈴
木
其
一
に
よ
る
一
連
の
「
風
神
雷
神
」
を
見
る
と
、
宗
達
の

作
品
が
後
続
の
絵
師
た
ち
に
と
っ
て
い
か
に
創
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る

(

注
一)

。
光
琳
は
宗
達
を
模
写
し
て
は
い
る
が
、
コ
ピ
ー
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
光
琳
の
筆
づ
か
い
は
見
る
者
の
想
像
の
翼
を
さ
ら
に
広

げ
さ
せ
る
。
ま
た
、
時
代
を
下
る
酒
井
抱
一
「
夏
秋
草
図
屏
風
」
が
作
り
出
す
空
間
は
、
宗
達
、
光
琳
の
「
風
神
雷
神
」
を
も
共
有
し
、

観
る
者
を
さ
ら
に
広
い
時
空
に
い
ざ
な
っ
て
い
く
。 

こ
の
「
夏
秋
草
図
屏
風
」
は
そ
れ
だ
け
で
十
分
に
美
し
く
、
見
る
も
の
を
魅
了
す
る
が
、
宗
達
、
光
琳
と
い
う
絵
師
の
作
品
を
知
っ
て

い
れ
ば
、
雷
鳴
轟
き
風
激
し
く
吹
き
す
さ
む
空
間
を
地
上
に
咲
く
草
花
が
ひ
っ
そ
り
と
彩
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
で
き
る
に
違
い
な
い
。

現
実
の
画
面
は
屏
風
の
物
理
的
な
空
間
を
超
え
て
飛
躍
的
に
広
が
り
、
見
る
者
は
そ
の
広
大
な
空
間
を
感
じ
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ

は
抱
一
の
中
で
広
が
る
時
空
を
越
え
る
空
間
と
、
人
の
一
生
よ
り
も
遥
か
に
長
い
時
間
軸
を
、
見
る
者
も
共
有
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
風
神
雷
神
群
を
見
て
い
る
と
琳
派
と
呼
ば
れ
る
絵
師
た
ち
の
仕
事
だ
け
で
は
な
く
、
一
つ
の
作
が
次
の
作
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

優
れ
た
一
つ
の
作
品
は
次
の
作
品
を
生
む
力
と
な
る
。
い
つ
の
間
に
か
海
を
越
え
、
渡
っ
た
先
の
文
化
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
つ

た
。
創
造
の
源
と
も
い
え
る
引
用
と
い
う
手
法
は
、
時
間
と
空
間
を
超
え
た
普
遍
性
の
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
ど
の

時
代
に
も
営
々
と
文
化
遺
産
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
優
れ
た
作
品
は
時
代
や
地
域
を
超
え
て
人
々
に
語
り
か
け
、
語
り
か
け
ら
れ
た
人
び

と
は
自
分
の
言
葉
で
語
り
だ
す
。
こ
の
営
み
は
絶
え
る
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
て
き
た
。 
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引
用
と
は
、
Ａ
に
Ｂ
を
取
り
込
む
こ
と
、
と
考
え
る
。 

こ
の
二
つ
の
違
う
も
の
を
合
一
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
比
喩
も
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
。
Ａ
と
違
う
Ｂ
を
も
っ
て
く

る
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
表
現
す
る
。「
Ｂ
の
よ
う
な
Ａ
」
と
い
う
場
合
、
Ａ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
全
く
違
う
Ｂ
を
持

ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
引
用
と
は
Ａ
が
Ｂ
を
と
り
こ
む
の
で
あ
る
。
Ｂ
は
Ａ
を
取
り
込
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
関

係
が
引
用
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。 

 

引
用
と
比
喩
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
比
喩
の
一
種
と
し
て
引
喩
と
い
う
分
類
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
村(

一
九
七
七)

は

「
こ
の
引
喩
を
分
類
し
て
み
る
と
、
引
用
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
直
喩
的
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
穏
引
法
の
う
ち
、
文
中
に
取
り

込
ん
だ
も
の
は
隠
喩
的
、
別
に
切
り
離
し
た
も
の
は
諷
喩
的
と
い
う
よ
う
に
そ
の
引
き
方
に
よ
っ
て
性
質
が
違
う
」
と
述
べ
て
い
る(

注
二)

。

影
絵
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
表
面
に
は
そ
れ
が
出
て
こ
な
い
場
合
も
あ
り
、
引
用
と
比
喩
は
非
常
に
近
い
関
係
に
あ
る
。 

 

引
用
し
て
作
品
を
作
る
方
法
に
、
日
本
に
お
い
て
は
中
世
に
は
「
本
歌
取
り
」
、
近
世
に
は
「
見
立
て
」「
も
じ
り
」
な
ど
が
あ
り(

注
三)

、

「
伊
勢
物
語
」
の
パ
ロ
デ
ィ
版
に
「
仁
勢
物
語
」(

注
四)
な
ど
の
作
品
群
が
あ
る
な
ど
、
一
つ
の
古
典
作
品
に
は
そ
れ
に
付
随
す
る
作
品

群
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
多
い
。
後
発
で
あ
る
Ａ
が
Ｂ
を
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
取
り

込
む
か
、
ど
の
よ
う
な
形
で
取
り
込
む
か
な
ど
、
取
り
込
み
方
に
様
々
な
様
相
が
観
察
で
き
る
。 

 

Ａ
に
Ｂ
を
取
り
込
む
こ
と
を
考
え
る
と
、
文
レ
ベ
ル
で
も
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
引
用
文
と
言
わ
れ
る
、
話
し
た

こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
表
す
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
文
が
産
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
日
本
語
の
引
用
表
現
に
つ
い
て
も
最

近
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
考
え
る
べ
き
問
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。 

本
論
文
で
は
、
日
本
語
で
は
文
の
中
に
考
え
た
こ
と
や
言
っ
た
こ
と
を
ど
う
取
り
込
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
一
つ
の
作
品
が
次
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の
作
品
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
、
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 
第
一
章
で
、
話
し
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
が
文
の
中
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

三
上
章
は
（
一
九
六
三
）
は
「
『
言
う
』
に
は
，
誰
か
の
セ
リ
フ
を
そ
の
ま
ま
取
り
次
ぐ
と
い
う
タ
テ
マ
エ
の
直
接
話
法
と
，
そ
れ
を
話

し
手
の
コ
ト
バ
で
要
約
し
て
伝
え
る
間
接
話
法
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
こ
の
段
階
の
引
用
動
詞
と
は
、

言
ウ
、
話
ス
、
語
ル
、
告
ゲ
ル
、
教
エ
ル
、
叫
ブ
、
聞
ク
、
問
ウ
、
答
エ
ル
、
書
ク
な
ど
の
意
味
を
持
つ
動
詞
多
数
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。

直
接
話
法
に
は
生
置
、
反
復
、
倒
置
、
セ
リ
フ
止
め
の
四
種
類
が
あ
る
こ
と
を
例
に
示
し
な
が
ら
述
べ
、
「
引
用
法
と
し
て
は
引
用
文
を

to

で
受
け
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る(

注
五)

。 

 

こ
れ
を
受
け
て
、
寺
村
秀
夫
（
一
九
八
一
）
は
「
文
を
も
う
一
つ
の
文
の
中
に
取
り
込
ん
で
そ
の
一
部
と
す
る
も
っ
と
も
普
通
の
形
式

の
一
つ
は
引
用
の
形
式
で
あ
ろ
う
」
と
し
、「
こ
れ
は
そ
の
文
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
形
だ
。
こ
の
取
り
組
む
役
割

を
持
つ
の
が
引
用
の
助
詞
『
と
』
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。
英
語
で
は
「
直
接
話
法
」
「
間
接
話
法
」
の
別
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
実
際
の

文
と
し
て
は
単
純
に
色
分
け
が
で
き
な
い
こ
と
、
英
語
学
者
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し

て
い
る
が
、
ま
た
同
時
に
日
本
語
は
英
語
と
違
う
と
し
て
、「
日
本
語
に
は
発
話
主
体
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
書
く
か
、
従
属
節
と
し
て
客

観
的
に
書
く
と
い
う
区
別
は
な
い
、
日
本
語
の
『
と
』
は
、 

“
”
の
役
割
も
す
る
し
、
接
続
詞

th
a

t

の
役
割
も
す
る
」
と
指
摘
し
て
い

る(

注
六)

。 

引
用
節
を
補
語
と
し
て
と
る
動
詞
と
し
て
、
発
話
（
「
言
う
」
類
）
の
動
詞 
言
う
、
語
る
、
叫
ぶ
、
話
す
、
告
げ
る
、
教
え
る
、
訊
く
、

質
問
す
る
、
答
え
る
、
思
考
（
「
思
う
」
類
）
の
動
詞 

思
う
、
考
え
る
、
信
じ
る
、
決
心
す
る
、
感
じ
る
、
気
が
付
く
、
疑
う
、
勘
違
い

す
る
な
ど
を
あ
げ
、
主
文
に
対
す
る
従
属
度
に
差
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
語
の
英
語
と
違
う
点
と
し
て
、
「
（
文
）
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+

と
」
と
い
う
補
語
を
採
る
動
詞
に
は
本
来
そ
う
い
う
動
詞
を
と
ら
な
い
補
語
に
か
か
っ
て
い
く
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。 

柴
谷
（
一
九
七
八
）
は
、
あ
る
文
が
他
の
文
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
構
文
は
人
の
言
っ
た
こ
と
を
直

接
引
用
し
た
直
接
話
法
で
あ
る
と
し
、
引
用
標
識
「
と
」
に
よ
っ
て
「
言
う
」
と
か
「
思
う
」
を
動
詞
と
す
る
文
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る

と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
動
詞
は
「
言
う
」
「
伝
え
る
」
「
思
う
」
「
考
え
る
」
と
い
っ
た
「
情
報
処
理
」
を
表
す
動
詞
で
あ
り
、
「
入
っ
て
き

た
」
「
吹
き
出
し
た
」
な
ど
は
情
報
処
理
で
は
な
い
が
、
「
と
言
っ
て
」
の
省
略
さ
れ
た
形
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
と
し
た
。
ま
た
、
「
『
お

は
よ
う
』
と
鈴
木
が
入
っ
て
き
た
」
の
よ
う
な
場
合
は
物
事
や
様
子
を
引
用
す
る
表
現
法
と
考
え
「
お
は
よ
う
」
等
は
物
音
の
引
用
と
同

じ
に
考
え
る
と
す
る
、
引
用
句
を
副
詞
節
と
同
じ
と
考
え
る
と
す
る
説
も
述
べ
て
い
る
（
注
七
）
。 

藤
田
（
一
九
八
八
）
は
日
本
語
の
引
用
構
文
で
は
「
情
報
処
理
」
を
表
す
以
外
の
動
詞
も
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し 

動
詞α

類
（Ⅱ

類
）

と
名
付
け
、
発
話
と
そ
れ
と
同
一
場
面
に
共
存
す
る
別
の
行
為
と
並
べ
て
示
す
一
種
の
並
示
的
述
語
と
し
た
。
そ
し
て
、
「
言
っ
て
」
「
思

っ
て
」
等
の
述
語
句
省
略
説
は
不
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
述
語
は
日
本
語
の
文
構
造
の
要
で
あ
り
、
述
語
句
省
略
な

ど
と
い
う
こ
と
は
相
当
の
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
難
し
い
は
ず
な
の
に
、
こ
う
し
た
構
造
は
き
わ
め
て
生
産
性
が
高
く
、
き
わ
め
て
自
由

多
様
に
作
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
た
（
注
八
）
。 

 

日
本
語
に
お
い
て
、
誰
か
が
言
っ
た
り
思
っ
た
り
す
る
こ
と
を
主
文
が
取
り
込
む
場
合
、「
情
報
処
理
」
を
表
す
動
詞
だ
け
で
な
く
、
広

く
動
作
を
表
す
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
引
用
を
表
す
助
詞
「
と
」
の
後
続
の
動
詞
と
し
て
行
為
を
表
す
動
詞
も
使

わ
れ
て
い
る
の
は
「
言
う
」「
思
う
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
省
略
で
は
な
い
と
考
え
る
の
か
も
、
一
つ
の
論
点
に
な

っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
日
本
語
を
時
系
列
で
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
。
時
代
を
追
っ
て
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
具
体
的
に

観
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
引
用
内
容
を
「
と
」
が
繋
ぐ
後
続
の
動
詞
に
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は
、
実
際
ど
う
い
う
も
の
が
使
わ
れ
て
き
た
の
か
、
幾
つ
か
時
代
が
違
う
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
、
見
て
い
こ
う
と
試
み
る
。
実
態
を
把

握
し
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
の
中
に
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

  

一
つ
の
作
が
素
材
と
し
て
引
用
さ
れ
て
違
う
作
に
な
る
と
い
う
具
体
的
な
例
を
第
二
章
で
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
近
世
後
期
の
江
戸

文
芸
で
は
作
が
重
層
的
に
広
が
っ
て
い
く
例
が
見
ら
れ
る
。
戯
作
と
言
わ
れ
る
作
品
群
は
演
劇
や
文
芸
の
知
識
を
も
取
り
込
ん
で
、
知
識

が
あ
る
人
は
よ
り
深
く
楽
し
め
る
と
い
う
娯
楽
を
提
供
し
た
。 

部
分
的
な
引
用
だ
け
で
は
な
く
、
Ｂ
と
い
う
作
品
を
も
と
に
Ａ
と
い
う
作
品
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
場

合
の
Ｂ
は
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
例
を
挙
げ
る
と
「
桃
太
郎
」
や
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
ス
ピ
ン
オ
フ
と
い
う

べ
き
も
の
は
多
数
存
在
す
る
し
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
が
世
に
出
れ
ば
、
金
々
先
生
が
二
度
目
に
見
た
夢
も
出
て
く
る
。
言
論
統
制
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
の
時
代
に
一
見
す
る
と
違
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
同
時
代
の
人
に
は
何
の
こ
と
か
す
ぐ
わ
か
る
仕
掛
け

も
、
こ
の
引
用
す
る
技
法
を
駆
使
し
つ
つ
行
わ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
に
は
ま
ず
コ
ピ
ー
が
必
要
で
あ

ろ
う
。
一
種
の
知
的
な
遊
戯
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。 

こ
こ
で
は
、
引
用
の
表
現
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
幾
つ
か
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
其
の
実
際
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

日
本
語
教
育
の
な
か
で
は
、
引
用
表
現
を
ど
う
教
え
る
か
、
実
際
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
関
心
も
引
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
言
う
」「
思

う
」
の
動
詞
さ
え
覚
え
て
お
け
ば
不
便
は
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
中
上
級
学
習
者
に
は
書
き
言
葉
に
お
け
る
引
用
の
ル
ー
ル
も
教

え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
あ
か
ら
さ
ま
な
コ
ピ
ー
対
策
は
も
ち
ろ
ん
必
要
な
こ
と
だ
が
、
日
本
語
の
多
彩
な
引
用
表
現
に
関
心
が
向
け
ら

れ
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
引
用
表
現
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 
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【
注
】 

（
注
一
）
東
京
国
立
博
物
館
・
読
売
新
聞
社
（
二
〇
〇
八
）
「
大
琳
派
展 

継
承
と
変
奏
」
図
録 

読
売
新
聞
社 

（
注
二
）
中
村
明(

一
九
七
七)

『
比
喩
表
現
辞
典
』
角
川
小
辞
典
⑾
ｐ
四
八
角
川
書
店 

（
注
三
）
国
文
学
研
究
資
料
館
編
（
二
〇
〇
八
）
『
「
見
立
て
」
と
「
や
つ
し
」
』
八
木
書
店 

（
注
四
）
信
多
純
一
（
一
九
九
五
）
『
に
せ
物
語
絵
』
平
凡
社 

 
 

 

「
伊
勢
」
は
「
に
せ
」
を
呼
び
こ
の
小
考
で
少
し
く
そ
の
内
容
を
垣
間
見
た
程
度
で
も
、
か
く
多
彩
な
作
品
群
を
生
ん
だ
『
伊
勢

物
語
』
と
い
う
作
品
の
大
き
さ
を
知
る
。
Ｐ
三
四 

（
注
五
）
三
上
章
（
一
九
六
三
）
『
日
本
語
の
構
文
』
ｐ
一
三
四
～
一
三
五
く
ろ
し
お
出
版 

（
注
六
）
寺
村
秀
夫
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
の
文
法
』
下 

国
立
国
語
研
究
所
Ｐ
一
四
六 

（
注
七
）
柴
谷
方
良
（
一
九
七
八
）
『
日
本
語
の
分
析
』
大
修
館
書
店
Ｐ
八
〇 

（
注
八
）
藤
田
保
幸(

二
〇
〇
〇)

『
国
語
引
用
構
文
の
研
究
』
和
泉
書
院 
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第
一
章 

引
用
の
ス
タ
イ
ル 

 

一
―
一 
『
万
葉
集
』
『
古
事
記
』
に
お
け
る
引
用 

  

１-

１-

１ 
は
じ
め
に 

古
事
記
は
「
七
一
二
年
に
稗
田
阿
礼
が
誦
む
と
こ
ろ
に
随
っ
て
漢
字
の
音
借
と
訓
借
と
を
適
当
の
塩
梅
し
て
古
言
古
意
を
失
わ
な
い
よ

う
に
苦
心
し
つ
つ
再
文
字
化
す
る
と
共
に
、
辞
理
の
通
り
に
く
い
語
に
は
注
を
施
し
な
ど
し
て
、
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
統
一
併
合

し
、
こ
れ
を
上
中
下
の
三
巻
に
筆
録
し
て
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
注
一
）
。
ま
た
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
は
、
「
南
北
朝
の

応
安
四
・
五
年(

一
三
七
一-

二)

に
同
寺
の
僧
賢
瑜
が
写
し
た
真
福
寺
本
古
事
記
三
帖
で
あ
る
」
と
い
う
（
注
二
）
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
古

事
記
』
の
原
文
は
漢
文
で
あ
り
、
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
更
に
後
世
の
研
究
に
よ
っ
て
訓
読
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
日

本
語
に
お
け
る
書
き
言
葉
の
引
用
の
ス
タ
イ
ル
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
見
過
ご
せ
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
、
訓
読
文
の
引
用
の
ス
タ

イ
ル
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
は
七
六
〇
年
前
後
に
編
集
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。 

こ
の
二
つ
の
文
献
は
共
に
漢
字
だ
け
で
書
き
表
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
研
究
成
果
で
あ
る
読
み
下
し
文
か
ら
、
平
安
初
期
以
前
の
引

用
文
の
形
態
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

１-

１-

２ 

『
古
事
記
』
の
訓
読
文 

山
口
（
一
九
九
五
）
は
「
古
事
記
が
変
体
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
日
本



14 

語
は
漢
文
訓
読
的
色
彩
の
濃
厚
な
日
本
語
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
注
三
）
。
そ
し
て
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
の

小
林
芳
規
の
訓
読(

注
四)

に
対
し
、
一
定
の
訓
を
担
っ
た
漢
字
の
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
を
復
元
す
べ
く
古
事
記
全
巻
を
検
討
し
た
こ
と
、
漢
文

訓
読
史
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
が
大
い
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
の
二
点
か
ら
意
欲
的
な
試
み
と
と
ら
え
、
高
い
評
価
を
与
え

て
い
る
（
注
五
）
。
「
漢
文
訓
読
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
日
本
語
」
と
は
、
ど
の
ぐ
ら
い
当
時
の
日
本
語
と
近
い
の
か
と
い
う
問
い
は
措
く
と

し
て
、『
古
事
記
』
で
は
発
話
思
考
内
容
が
ど
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
か
ら
観
察
し
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
訓
読
文
は
小
林
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

同
書
凡
例
に
は
「
読
解
の
便
宜
の
た
め
、
適
宜
改
行
を
設
け
、
句
読
点
、
並
列
点
を
付
し
た
。
ま
た
会
話
文
は
「
」『
』
で
括
っ
た
」
と

あ
る
。
そ
の
表
記
に
従
い
、
引
用
符
で
く
く
ら
れ
た
会
話
文
を
対
象
に
、
引
用
文
は
ど
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
な
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な

動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
見
る
こ
と
に
す
る
。
日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』
か
ら
直
接
引
用
文
、
歌
謡
の
引
用
文
、
計
四
四
七
例
を

抽
出
し
た
。
校
訂
者
の
付
し
た
一
重
引
用
符
を
参
考
に
し
、
歌
謡
の
引
用
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
二
重
引
用
符
は
対
象
外
と
し

た
。 

１-

１-

３ 

『
古
事
記
』
に
お
け
る
三
つ
の
型 

『
古
事
記
』
の
漢
文
訓
読
文
に
お
け
る
言
表
内
容
を
記
述
す
る
型
を
三
つ
に
ま
と
め
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
型
と
動
詞
を
示
す
。 

１
．
「
と
」
で
内
容
を
受
け
る
。 

（
ィ
）
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

（
ロ
）
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 

２
．
「
と
」
で
は
内
容
を
受
け
な
い
。 

（
ハ
）
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」 
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表Ⅰ
-

①
『
古
事
記
』
上
巻
の
動
詞 

上
巻
一
五
九
例
の
う
ち
、
一
三
六
例
は(

イ)

、
つ
ま
り
、
二
つ
の
動
詞
が
前
後
を
挟

ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
詠
み
添
え
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
注
七
）
。 

 

ま
た
、(

ロ)

は
歌
謡
を
引
用
す
る
場
合
に
み
ら
れ
る
。「
～
イ
ハ
ク
」
と
あ
り
、
小
林

(

一
九
八
六)

に
よ
れ
ば
、
歌
謡
が
引
用
さ
れ
た
あ
と
に
「
ト
ウ
タ
ヒ
タ
マ
ヒ
キ
」
等
を

読
み
添
え
る
か
添
え
な
い
か
は
従
来
訓
法
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
、
読
み
添

え
の
な
い
ほ
う
が
古
用
に
適
う
と
い
う
立
場
で
訓
読
文
を
作
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
（
注
八
）
。
こ
こ
だ
け
を
見
て
も
、
漢
文
が
訓
読
さ
れ
た
場
合
、
校
訂
者
の
見
解

に
よ
っ
て
読
み
下
し
文
が
変
動
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

二
つ
の
動
詞
が
挟
む
と
い
っ
て
も
原
文
に
は
前
の
動
詞
の
当
た
る
漢
字
し
か
な
く
後

ろ
の
動
詞
は
詠
み
添
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
す
べ
て
で
は

な
く
、
動
詞
が
一
つ
だ
け
後
置
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。 

(

一)
於
是
、
伊
耶
那
岐
命
、
先
づ
「
阿
那
迩
夜
志
、
愛
袁
登
売
袁
」
ト
言
ふ
。
後

に
妹
伊
耶
那
美
命
「
阿
那
迩
夜
志
、
愛
袁
登
売
袁
」
ト
言
ふ
。
（
ｐ
二
三
） 

(

二)

尒
し
て
、
倭
建
命
、
河
自
り
先
づ
上
が
り
ま
し
て
、
出
雲
健
之
解
き
置
け
る

横
刀
を
取
り
佩
き
而
、
「
刀
易
為
む
。
」
ト
詔
ら
す
。
故
、
後
出
雲
建
河
自
り
上
り
而
、
倭
建
尊
之
詐
ノ
刀
を
佩
け
り
。
於
是
、
倭

建
誂
へ
て
「
伊
奢
刀
合
せ
む
。
」
ト
云
ふ
。
（
Ｐ
一
七
九
） 

(

三)

天
つ
神
ノ
御
子
即
ち
寤
メ
お
キ
て
「
長
く
寝
ね
つ
る
乎
。
」
ト
詔
ら
す
。
（
ｐ
一
一
九
） 

 (ｲ) 

V1「  」と V2 

(ﾛ) 

「  」と V2 

(ﾊ) 

V1「  」  

計  

１のらす  

（詔・言・白・告・曰・云）  

55(3) 

   （注六）  

1 2 58 

２まをす（白・言・曰）  42(1) 1 1 44 

３いふ（云・白・曰・謂）  29(1) 7 10 46 

４とふ（問）  10(0)   10 

５ことよす   1  1 

計  136(5) 10      159 
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動
詞
が
引
用
文
を
挟
む
場
合
で
も
、
前
置
さ
れ
る
場
合
、
後
置
さ
れ
る
場
合
で
も
用
い
ら
れ
る
の
は
言
表
す
る
こ
と
を
表
す
動
詞
の
み

で
あ
る
。
言
表
内
容
を
挟
む
二
つ
の
動
詞
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
違
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
Ｖ
２
は
言
表
を
表
す
動
詞
で
あ
り
、
動
作
を
表
す

動
詞
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

ま
た
、
古
事
記
に
は
「
と
て
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
引
用
内
容
を
受
け
る
助
詞
は
「
と
」
の
み
で
あ
る
。
内
容
の
前
に
動
詞
が
置
か

れ
る
場
合
は
、
引
用
内
容
の
後
に
は
「
と
」
は
読
み
そ
え
ら
れ
て
い
な
い
。 

(

四) 

尒
し
て
、
伊
耶
那
美
命
答
へ
て
白
さ
く
、「
悔
し
き
哉
、
速
く
は
来
ま
さ
不
て
。(

中
略)

故
、
還
ら
む
ト
欲
ふ
を
、
旦
く
黄
泉
神

与
相
論
は
む
。
我
を
莫
視
ま
し
ソ
。
」
如
此
白
し
而
、 

(

Ｐ
三
三) 

動
詞
が
後
置
さ
れ
る
場
合
は
必
ず
「
と
」
が
読
み
そ
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
巻
、
下
巻
で
も
同
じ
で
あ
る
。
中
巻
、
下
巻
を
見
て

み
る
と
（
イ
）
が
多
い
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
中
の
巻
で
内
容
の
あ
と
に
「
と
」
が
後
置
さ
れ
、
発
話
思
考
動
詞
が
続
く
形
が
一

七
例
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
下
巻
に
は
前
に
動
詞
が
置
か
れ
る
例
の
み
で
、
後
ろ
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
云
く
『
発
話
思
考
内

容
』
」
で
あ
っ
て
、
歌
謡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
下
巻
で
は
「
お
も
ほ
す
」
が
二
例
あ
る
。 

四
五
一
例
の
う
ち
三
一
〇
例
が
内
容
の
前
後
を
同
じ
動
詞
が
挟
む
形
で
あ
る
。
詠
み
添
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
現
代
の
祝
詞
で
も
、「
白
さ
く
～
白
す
」
の
か
た
ち
が
使
わ
れ
る
が(

注
九)

、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
発
話
内
容
か
を
示
す
と
い

う
引
用
符
の
機
能
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

前
置
さ
れ
る
の
は
、「
の
ら
さ
く
」
、「
ま
を
さ
く
」
、「
い
は
く
」
、「
問
ひ
た
ま
は
く
」
、「
の
り
た
ま
は
く
」
な
ど
で
あ
り
、
後
置
さ
れ
る

の
は
「
の
ら
す
」
、
「
ま
を
す
」
、
「
い
ふ
」
、
「
問
ふ
」
な
ど
で
あ
る
。
漢
字
の
詔
、
言
、
曰
、
白
、
云
な
ど
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
誰
が
誰
に
向
か
っ
て
言
う
か
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う(
注
一
〇)

。
話
し
手
が
聞
き
手
と
ど
の
よ
う
な
関
係
で
も

Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
間
は
発
話
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
変
わ
ら
な
い
。 
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発
話
内
容
を
挟
む
動
詞
は
ど
ち
ら
も
発
話
思
考
を
表
わ
し
、
動
作
を
表
わ
す
動
詞
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

 
 

表１―③「古事記」下巻の動詞      

 (ｲ) 

V1「  」と V2 

(ﾛ)  

「  」と V2 

(ﾊ) 

V1「  」 

計  

１のらす（詔・言・白・告・曰・云） 24 (1)   24 

２まをす（白・言・曰）  28 (0)   28 

３いふ（云・白・曰・謂）  16(1)  51 67 

４とふ（問）  1(0)   1 

５語る  1(0)   1 

６おもほす  1(0)   1 

計  71(2)  51 122 

表１―②「古事記」中巻の動詞      

 (ｲ) 

V1「  」と V2 

(ﾛ)  

「  」と

V2 

(ﾊ) 

V1「  」  

計  

１のらす（詔・言・白・告・曰・云・宣） 34 (2) 5 2 41 

２まをす（白・言・曰）  34(1) 1 1 36 

３いふ（云・白・曰・謂）  24(2) 8 10 42 

４とふ（問）  10(0)  37 47 

５をしふ   1  1 

６こふ  1   1 

７おほす   1  1 

８とこはむ    1 1 

計  103(5) 16 51 170 
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１-

１-

４ 

『
万
葉
集
』
の
ス
タ
イ
ル 

 

次
に
『
万
葉
集
』
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る(

注
一
一)

。 

 

『
万
葉
集
』
で
は
、
題
詞
・
左
注
等
の
部
分
と
和
歌
の
部
分
と
で
は
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る(

注
一
二)

。 

題
詞
・
左
注
の
部
分
は
漢
文
訓
読
文
で
あ
り
、
全
巻
を
通
じ
て
例(

五)

の
よ
う
に
「
い
は
く
～
と
い
ふ
」
「
（
に
）
い
は
く
～
」
と
読
ま

れ
て
い
る
。
動
詞
「
い
ふ
」
が
内
容
の
前
後
を
挟
む
か
、
内
容
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
『
古
事
記
』
で
は(

イ)

と(

ハ)

に
あ
た
る
形
が
用

い
ら
れ
る
。
題
詞
・
左
注
で
あ
る
か
ら
、
使
用
さ
れ
る
動
詞
は
「
い
ふ
」
が
ほ
と
ん
ど
で
、
稀
に
前
置
さ
れ
る
動
詞
に
「
案
う
る
に
」
と

い
う
形
で
「
か
ん
が
ふ
」
が
使
わ
れ
る
例
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
題
詞
・
左
注
の
原
文
は
漢
文
で
あ
り
、
後
世
の
研
究
者
の
読
み
下
し
方
に

従
っ
て
読
み
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
『
古
事
記
』
と
同
じ
で
あ
る
。 

(

五
）
大
伴
淡
等
謹
み
て
状
す 

 
 

梧
桐
の
日
本
琴
一
面
対
馬
の
結
石
山
の
孫
枝
な
り
。
こ
の
琴
、
夢
に
娘
子
に
化
り
て
曰
く
、「
余
、
根
を
遥
島
の
崇
巒
に
託
け
、
幹
を

九
陽
の
休
光
に
晞
し
き
。（
中
略
）
質
麁
く
し
て
音
少
し
き
を
顧
み
ず
、
常
に
君
子
の
左
琴
と
な
ら
む
こ
と
を
希
ふ
」
と
い
ひ
き
。
即 

 
 

 
 

 
 

 
 

ち
歌
ひ
て
曰
く 

 
 

い
か
に
あ
ら
む
日
の
時
に
か
も
音
知
ら
む
人
の
膝
の
上
我
が
枕
か
む
（
巻
五-

八
一
〇
「
一
」
Ｐ
四
五
八
） 

(

六)

丹
生
の
川
瀬
は
渡
ら
ず
て
ゆ
く
ゆ
く
と
恋
痛
し
我
が
背
い
で
通
い
来
ね
（
巻
二-

一
三
〇
「
一
」
ｐ
一
〇
八
） 

 

と
こ
ろ
が
歌
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
題
詞
・
左
注
に
あ
る
よ
う
な
漢
文
訓
読
の
場
合
の
引
用
の
ス
タ
イ
ル
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

る
。『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
例(

六)

の
よ
う
に
心
中
を
そ
の
ま
ま
歌
に
し
た
も
の
も
数
多
く
あ
る
が
、
今
は
観
察
の
対
象
外
と
す
る
。
引
用

文
が
校
訂
者
に
よ
っ
て
引
用
符
で
記
さ
れ
て
い
る
場
合
と
は
違
い
、
ど
こ
を
発
話
思
考
内
容
と
判
定
す
る
の
か
は
難
し
い
が
、
筆
者
の
判
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断
で
「
～
と
Ｖ
」
で
成
る
三
二
七
例
を
採
取
し
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
中
で
発
話
思
考
内
容
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を

見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
な
ど
漢
文
訓
読
に
よ
る
も
の
は
、
発
話
思
考
内
容
を
Ｖ
１
Ｖ
２
の
動
詞
で
挟
む
例
が
大
き
な
割
合
を
占

め
て
い
る
が
、『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
発
話
思
考
内
容
の
前
に
動
詞
が
出
現
す
る
の
は
稀
で
あ
る
。
例(

七)(

八)(

九)

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

ま
た
二
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
を
挟
む
例
は
三
二
七
例
中
四
例(

四
〇
一
一
長
歌
「
告
ぐ
ら
く
～
告
げ
つ
る
」
、
四
一
〇
六
「
言
い
継

ぎ
け
ら
く
～
言
ふ
」
、
長
歌
四
二
一
四
「
語
ら
く
～
言
ふ
」
、
四
四
〇
八
「
嘆
き
の
た
ば
く
～
悲
し
ぶ
」
）
で
、
あ
と
は
Ｖ
１
の
動
詞
、
或
は

Ｖ
２
の
動
詞
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

(

七)  

霊
亀
元
年
歳
次
乙
卯
の
秋
九
月
、
志
貴
親
王
の
薨
ぜ
し
時
に
作
り
し
歌
一
首 

 
 

梓
弓 

手
に
取
り
持
ち
て 

ま
す
ら
を
の 

さ
つ
矢
手
挟
み 

立
ち
向
か
ふ 

高
円
山
に 

春
野
焼
く 

野
火
と
見
る
ま
で 

燃
ゆ

る
火
を 

何
か
と
問
へ
ば 

玉
桙
の 
道
来
る
人
の 

泣
く
涙 

こ
さ
め
に
降
れ
ば 

白
た
へ
の 

衣
ひ
づ
ち
て 

立
ち
留
ま
り 

我
に
語
ら
く 

な
に
し
か
も 

も
と
な
と
ぶ
ら
ふ 

聞
け
ば 

音
の
み
し 

泣
か
ゆ 

 
 

語
れ
ば 

心
そ
痛
き 

天
皇
の 

神
の
皇
子
の 
出
で
ま
し
の 

手
火
の
光
そ 

こ
こ
だ
照
り
た
る 

 
 

（
巻
二-

二
三
〇
「
一
」
ｐ
一
六
七
） 

(

八)  

古
ゆ 

言
ひ
継
ぎ
け
ら
く 

恋
す
れ
ば 

苦
し
き
も
の
と 

玉
の
緒
の 

継
ぎ
て
は
言
へ
ど 

娘
子
ら
が 

心
を
知
ら
に 

そ
を
知
ら
む 

よ
し
の
な
け
れ
ば 

夏
麻
引
く 

命
か
た
ま
け 
刈
り
薦
の 

心
も
し
の
に 

人
知
れ
ず 

も
と
な
そ
恋
ふ
る 

息

の
緒
に
し
て
（
巻
十
三-

三
二
五
五
「
三
」
ｐ
二
四
三
） 

(

九)

梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
我
思
ふ
酒
に
浮
か
べ
こ
そ
（
巻
五-
八
五
二
「
一
」
ｐ
四
七
九
） 

例(

七)(

八)

は
長
歌
の
例
で
あ
る
（
注
一
四
）
。
短
歌
の
場
合
に
は
例(

九)

の
よ
う
に
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
に
前
置
さ
れ
る
例
は
ご
く
希
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で
あ
る
。 

上
記
の
例
を
除
け
ば
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
発
話
や
思
考
を
表
す
ス
タ
イ
ル
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
とⅤ

」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

『
古
事
記
』
の
場
合
に
は
三
つ
の
型
が
あ
る
と
述
べ
た
が
、
『
万
葉
集
』
の
歌
の
部
分
に
限
っ
て
い
え
ば
（
一
）-

ロ
の
型
だ
け
、
す
な
わ

ち
、
発
話
思
考
内
容
を
受
け
る
「
と
」
（
等
、
常
、
跡
、
登
、
得
）
の
あ
と
に
動
詞
が
後
置
さ
れ
て
い
る
か
た
ち
が
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め

る
と
言
え
る
。
ま
た
、
内
容
を
受
け
る
の
は
「
と
」
だ
け
で
「
と
て
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。 

『
古
事
記
』
の
場
合
で
は
、
用
い
ら
れ
る
動
詞
が
、
前
置
の
動
詞
Ｖ
１
、
後
置
の
動
詞
Ｖ
２
と
も
に
思
考
発
話
を
あ
ら
わ
す
動
詞
に
限

定
さ
れ
て
い
た
。『
万
葉
集
』
の
場
合
も
題
詞
・
左
注
の
部
分
は
、
同
じ
く
「
い
は
く
～
と
い
ふ
」「
（
に
）
い
は
く
～
」
と
い
う
形
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、『
万
葉
集
』
の
歌
の
部
分
で
は
、
そ
れ
と
は
大
き
く
違
う
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
表
２
は
動
詞
の
出
現
頻
度
順
で
あ
り
、
表
３

は
一
回
で
は
あ
る
が
用
例
が
あ
っ
た
動
詞
で
あ
る
。
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
な
ど
の
言
表
を
表
す
動
詞
、
思
考
を
表
わ
す
動
詞
が
上
位
に
あ
る

が
、
注
目
し
た
い
の
は
「
待
つ
」
「
来
る
」
「
振
る
」
な
ど
の
動
作
を
表
す
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 
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表２『万葉集』の動詞   ２回  以上    

 巻 1～5 巻 ６ ～

10 

巻 11～

15 

巻 16～

20 

合計  

いふ  48 18 50 15 131 

思ふ   33 24 31 24 113 

待つ   2  13 8 23 

告ぐ   １  1 7 13 22 

知る   4  7 4 15 

見る    7 8 15 

聞く   4  5 3 12 

問ふ  3 1 5 3 12 

語る   2  3 2 7 

申す    2 5 7 

鳴く    1 1 3 5 

結ぶ  1  1 2 4 

頼む   2  1  3 

来る   2 1  3 

遣す   1  2 3 

居る    3  3 

寝る    1 1 1 3 

付く     3 3 

祈る    1 2 3 

立つ     3 3 

言挙げす    2  2 

乞ふ     １  1  2 
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振る   1  1  2 

説く  2    2 

笑む    2  2 

いなむ  1  1  2 

あふ    2  2 

禱む    2  2 

やる    2  2 

告る    １  1 2 

別る    1 1 2 

咲く     2 2 

名付く   1  1 2 

表３『万葉集』の動詞  １回  

巻 1～5 諮る  見ゆ  まどふ  褒む  願ふ  携はる  乞い禱む  

巻 6～10 定む  帰る  呼ぶ  ささやく  追ふ  行き帰る  出で立つ   

かたむく  開く  わたす  うながす  

巻 11～ 15  うけふ  泣く  ぬすまふ  物語す  慰もる  絶ゆ  生く  聞こす   

恋恋ふ  出づ  たむく  慰さむ  留まる  開く  贈る  縫ふ    

巻 16～ 20 流る  聞こえ来  濡る  厭ふ  据ふ  騒ぐ  嘆く  通ふ  留む   

数（よ）む  遣る  下延す  行く  漕ぐ  挿す  生ふ  燭す  標

る  仕ふ  祈（ね）ぐ  言問ふ  悲しむ  
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『
古
事
記
』
の
場
合
で
は
、
用
い
ら
れ
る
動
詞
が
前
置
の
動
詞
Ｖ
１
、
後
置
の
動
詞Ⅴ

２
と
も
に
発
話
思
考
を
表
す
動
詞
に
限
定
さ
れ

て
い
た
。『
万
葉
集
』
で
も
「
言
ふ
」「
告
ぐ
」
な
ど
言
表
を
表
す
動
詞
、「
思
ふ
」
な
ど
思
考
を
表
わ
す
動
詞
が
上
位
に
あ
る
が
、
動
作
を

表
わ
す
動
詞
も
見
ら
れ
る
。
異
な
り
語
で
は
八
九
で
あ
り
、
多
彩
な
動
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
発
話
思
考
内
容
」
と
こ

れ
ら
の
動
詞
の
間
に
「
言
ふ
」「
思
ふ
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ず
に
、
動
詞
は
内
容
を
受
け
る
と
考
え
、
動
詞
と
「
発
話
思
考
内
容
」

と
の
関
係
か
ら
分
類
を
試
み
る
。 

① 

発
話 

「
言
ふ
」
は
言
表
内
容
を
受
け
て
、
発
話
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
。
後
置
さ
れ
る
動
詞
は
「
言
ふ
」
が
最
多
で
あ
る
。
こ
の
類
は
「
告
ぐ
」「
問

ふ
」
「
語
る
」
「
申
す
」
「
言
挙
げ
す
」
「
呼
ぶ
」
「
説
く
」
「
物
語
る
」
「
数
む
」
「
さ
さ
や
く
」
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
省
略
で
き
な
い
。 

（
一
〇
）
竹
敷
の
黄
葉
を
見
れ
ば
我
妹
子
が
待
た
む
と
言
ひ
し
時
ぞ
来
に
け
る
（
巻
一
五-

三
七
〇
一
「
三
」
ｐ
四
四
二
） 

（
一
一
）
あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
言
ひ
て
妹
待
つ
我
を
（
巻
一
二-

三
〇
〇
二
「
三
」
ｐ
一
六
五
） 

(

一
二) 

玉
垂
の
小
簾
の
す
け
き
に
入
り
通
ひ
来
ね
た
ら
ち
ね
の
母
が
問
は
さ
ば
風
と
申
さ
む
（
巻
一
一-

二
三
六
四
「
三
」
ｐ
九
） 

（
一
三
）
桜
花
今
そ
盛
り
と
人
は
言
へ
ど
我
は
さ
ぶ
し
も
君
と
し
あ
ら
ね
ば
（
巻
一
八-

四
〇
七
四
「
四
」
ｐ
二
一
〇
） 

② 

心
内
発
話 

「
と
」
が
受
け
る
内
容
は
思
考
内
容
を
表
す
。『
万
葉
集
』
で
は
発
話
内
容
を
受
け
る
動
詞
で
は
「
言
ふ
」
が
群
を
抜
い
て
多
い
が
、「
思

ふ
」
が
次
い
で
多
く
見
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
歌
集
の
特
質
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
と
」
が
受
け
る
内
容
は
思
考

内
容
を
表
し
、
省
略
で
き
な
い
。
「
願
ふ
」
「
う
け
ふ
」
「
祈
む
」
「
知
る
」
「
定
む
」
も
こ
の
類
で
あ
ろ
う
。 

(

一
四
）
世
の
中
を
憂
し
と
や
さ
し
と
思
へ
ど
も
飛
び
立
ち
か
ね
つ
鳥
に
し
あ
ら
ね
ば
（
巻
五-

八
九
三
「
一
」
ｐ
五
〇
三
） 

(

一
五) 

愛
し
と
我
が
思
ふ
君
は
い
や
日
異
に
来
ま
せ
我
が
脊
子
絶
ゆ
る
日
な
し
に
（
巻
二
十-

四
五
〇
四
「
四
」
ｐ
四
八
五
） 
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(

一
六) 

水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
栲
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
ら
し
つ
（
巻
五-

九
〇
二
「
一
」
ｐ
五
二
三
） 

(

一
七) 

夜
並
べ
て
君
を
来
ま
せ
と
ち
は
や
ぶ
る
神
の
社
を
祈
ま
ぬ
日
は
な
し
（
巻
一
一-

二
六
六
〇
「
三
」
ｐ
七
七
） 

③ 

受
信 

情
報
を
受
信
し
た
「
聞
く
」
も
内
容
は
必
須
で
あ
る
。(

二
〇)

の
よ
う
に
「
見
る
」
は
夢
と
結
び
つ
く
例
が
あ
る
。
受
信
し
た
内
容
は

「
と
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
知
る
」
も
受
信
し
た
内
容
で
あ
る
。 

(

一
八) 

息
の
緒
に
我
が
息
づ
き
し
妹
す
ら
を
人
妻
な
り
と
聞
け
ば
悲
し
も
（
巻
一
二-

三
一
一
五
「
三
」
ｐ
一
九
二
） 

(

一
九) 

熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
聞
き
し
な
へ
な
に
か
も
君
が
見
え
来
ず
あ
る
ら
む
（
巻
一
二-

三
二
〇
二
「
三
」
ｐ
二
一
二
） 

(

二
〇) 

剣
太
刀
身
に
取
り
添
ふ
と
夢
に
見
つ
何
の
兆
そ
も
君
に
逢
は
む
た
め
（
巻
四-

六
〇
四
「
一
」
ｐ
三
七
一
） 

(

二
一) 

む
ぐ
ら
延
ふ
賤
し
き
や
ど
も
大
君
し
ま
さ
む
と
知
ら
ば
玉
敷
か
ま
し
を
（
巻
四-

四
二
七
〇
「
四
」
ｐ
三
四
九
） 

④ 

動
作
中
の
心
内
発
話 

 

『
万
葉
集
』
の
和
歌
に
は
、
発
話
思
考
内
容
を
受
け
る
動
詞
と
し
て
動
作
の
動
詞
も
見
ら
れ
る
。「
待
つ
」
の
使
用
例
は
二
三
で
あ
る
。

例(

一
一)

は
月
を
待
っ
て
い
る
の
だ
と
声
を
出
し
て
他
の
人
に
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
真
の
自
分
の
気
持
ち
で
は
な
い
。
月
を
待

つ
と
言
っ
て
、
恋
人
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
例(

二
二)

～(

二
四)

は
「
と
」
の
前
の
内
容
を
心
に
抱
い
て
「
今
日
か
今
日

か
」「
帰
っ
て
来
る
か
」「
早
く
来
な
い
か
」「
何
時
来
る
か
」
と
心
の
中
で
言
い
つ
つ
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
待
つ
」
行
為
に
は
「
言

う
」
「
思
う
」
な
ど
が
不
可
分
に
内
在
し
て
い
る
。
例
（
一
八
）
の
「
人
妻
な
り
」
は
重
要
な
情
報
で
省
略
す
る
と
こ
の
歌
は
成
立
し
な

く
な
る
が
、
「
今
日
か
今
日
か
」
「
早
く
来
な
い
か
」
と
い
う
内
容
は
省
略
し
て
も
文
は
成
立
す
る
。
待
つ
と
い
う
行
為
が
重
要
な
の
で

あ
り
、
声
に
出
し
て
言
う
か
心
の
中
で
言
う
か
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
類
は
「
居
る
」
「
見
る
」
な
ど
が
あ
る
。 

(

二
二) 

今
日
今
日
と
我
が
待
つ
君
は
石
川
の
峡
に
交
じ
り
て
あ
り
と
い
は
ず
や
も
（
巻
二-

二
二
四
「
一
」
ｐ
一
六
四
） 
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(

二
三) 

母
父
も
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
来
む
と
待
つ
ら
む
人
の
悲
し
さ
（
巻
一
三-

三
三
四
〇
「
三
」
ｐ
二
九
六
） 

(
二
四) 

我
妹
子
は
は
や
も
来
ぬ
か
と
待
つ
ら
む
を
沖
に
は
住
ま
む
家
付
か
ず
し
て(

巻
一
五
―
三
六
四
五
「
三
」
ｐ
四
一
九
） 

(

二
五) 

荒
雄
ら
を
来
む
か
来
じ
か
と
飯
盛
り
て
門
に
出
で
立
ち
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
巻
一
六-

三
八
六
一
「
四
」
ｐ
五
五
） 

「
居
る
」
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
居
る
間
中
ず
っ
と
心
内
発
話
が
続
く
の
で
あ
ろ
う
。 

(

二
六) 

見
渡
せ
ば
近
き
渡
り
を
た
も
と
ほ
り
今
か
来
ま
す
と
恋
い
つ
つ
そ
居
る
（
巻
一
一-

二
三
七
九
「
三
」
ｐ
十
三
） 

⑤ 

動
作
の
意
図 

例(

二
七)(

二
八)

は
「
来
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。
「
妹
に
あ
わ
む
」
「
君
に
あ
わ
む
」
と
思
っ
て
、
そ
し
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。

(

二
九)

も
「
君
に
見
せ
む
」
と
思
っ
て
白
露
を
手
に
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
来
る
」「
取
る
」
な
ど
の
動
作
を
す
る
意
図
と
も
い
う
べ
き
か
。

推
量
・
意
志
の
助
動
詞
「
む
」
が
「
と
」
の
前
に
来
る
こ
と
が
多
い
。 

(

二
七) 

月
夜
良
み
妹
に
逢
は
む
と
直
道
か
ら
我
は
来
つ
れ
ど
も
夜
そ
ふ
け
に
け
る
（
巻
一
一-

二
六
一
八
「
三
」
ｐ
六
七
） 

(

二
八) 

春
霞
井
の
上
ゆ
直
に
道
は
あ
れ
ど
君
に
逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
も
（
巻
七-

一
二
〇
六
「
二
」
ｐ
一
五
五
） 

(

二
九) 

夕
占
問
ふ
わ
が
袖
に
置
く
白
露
を
君
に
見
せ
む
と
取
れ
ば
消
に
つ
つ
（
巻
一
一-

二
六
八
六
「
三
」
ｐ
八
二
） 

（
三
〇) 

雁
が
ね
は
使
ひ
に
来
む
と
騒
く
ら
む
秋
風
寒
み
そ
の
川
の
上
に
（
巻
一
七-

三
九
五
三
「
四
」
Ｐ
一
一
三
） 

⑥ 

動
作
の
意
味 

「
振
る
」
「
結
ぶ
」
は
動
作
の
動
詞
で
あ
る
が
、
「
発
話
思
考
内
容
」
の
部
分
と
同
じ
意
味
の
動
作
で
あ
る
。
例(

三
一)

の
「
領
巾
振
る
」
の

は
「
帰
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
例(

三
二)

で
袖
を
「
振
る
」
の
は
「
留
ま
れ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
例(

三
五)(

三
六)

は
「
旅
に
て

も
喪
な
く
早
来
」
「
な
忘
れ
」
と
い
う
意
味
で
紐
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
実
際
に
音
声
を
発
し
な
く
て
も
動
作
を
す
る
こ
と
で
発
話
し
て
い

る
と
同
じ
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例(

一
七)

は
祈
っ
た
内
容
を
受
け
る
「
と
」
で
あ
る
が
、
例(

三
四)

の
「
祈の

む
」
は
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内
容
と
同
じ
こ
と
を
動
作
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
思
ふ
」
「
願
ふ
」
と
は
違
う
。
動
作
を
行
う
こ
と
が
祈
る
こ
と
で
あ
る
。 

(
三
一) 

海
原
の
沖
行
く
船
を
帰
れ
と
か
領
巾
振
ら
し
け
む
松
浦
佐
用
姫
（
巻
五-

八
七
四
「
一
」
Ｐ
四
九
二
） 

(

三
二) 

八
十
梶
掛
け
島
隠
り
な
ば
我
妹
子
が
留
ま
れ
と
振
ら
む
袖
見
え
じ
か
も
（
巻
一
二-

三
二
一
二
「
三
」
Ｐ
二
一
五
） 

(

三
三) 
愛
し
と
思
ヘ
り
け
ら
し
な
忘
れ
と
結
び
し
紐
の
解
く
ら
く
思
へ
ば
（
巻
一
一-

二
五
五
八
「
三
」
Ｐ
五
三
） 

(

三
四) 

旅
に
て
も
喪
な
く
は
や
来
と
我
妹
子
が
結
び
し
紐
は
な
れ
に
け
る
か
も
（
巻
一
五-

三
七
一
七
「
三
」
Ｐ
四
四
七
） 

(

三
五) 

菅
の
根
の 
ね
も
こ
の
ご
ろ
に 

我
が
思
へ
る 

妹
に
よ
り
て
は 

事
の
忌
み
も 

な
く
あ
り
こ
そ
と 

斎
瓮
を 

斎
ひ
堀

す
ゑ 

竹
玉
を 

間
な
く
貫
き
垂
れ 

天
地
の 

神
を
そ
我
が
祈
む 

い
た
も
す
べ
な
み
（
巻
一
三-

三
二
八
四
「
三
」
Ｐ
二
六
〇
） 

⑦ 

比
喩 

例(

三
七)

は
「
あ
た
か
も
～
と
い
う
よ
う
に
」
と
解
さ
れ
る
例
で
、
比
喩
表
現
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
確
か
に
そ
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
、
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
自
分
を
悩
ま
す
紐
の
緒
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
例
（
三
九
）
も
実
際
に
月
が
そ
う
言

っ
て
満
ち
欠
け
す
る
わ
け
は
な
く
、
作
者
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例(

三
八)

は
う
ぐ
い
す
が
そ
う
鳴
い
て
い
る
よ

う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
り
、
例(

四
〇)

も
（
我
妹
子
が
）
私
の
家
の
前
を
素
通
り
し
て
い
く
（
注
一
五
）
の
は
私
に
恋
い
死
に
す
る
な
ら
恋

い
死
に
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
類
の
「
絶
え
る
」
「
鳴
く
」
「
満
ち
欠
け
す
」
「
過
ぐ
」
「
咲
く
」
は
①
②
③
の

言
表
・
思
考
な
ど
に
関
す
る
動
詞
と
は
違
い
引
用
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
動
詞
で
あ
る
。「
～
と
い
う
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
と
し

て
も
、
「
言
ふ
」
が
現
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
。 

(

三
七)

 

針
は
あ
れ
ど
妹
し
な
け
れ
ば
付
け
め
や
と
我
を
悩
ま
し
絶
ゆ
る
紐
の
緒
（
巻
一
二-

二
九
八
二
「
三
」
Ｐ
一
六
〇
） 

(

三
八) 

春
さ
れ
ば
妻
を
求
む
と
う
ぐ
ひ
す
の
木
末
を
伝
ひ
鳴
き
つ
つ
も
と
な
（
巻
一
〇-

一
八
二
六
「
二
」
Ｐ
四
二
〇
） 

(

三
九) 

世
の
中
は
空
し
き
も
の
と
あ
ら
む
と
そ
こ
の
照
る
月
は
満
ち
欠
け
し
け
る
（
巻
三-

四
四
二
「
一
」
Ｐ
二
七
八
） 
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(

四
〇) 

恋
ひ
死
な
ば
恋
ひ
も
死
ね
と
や
我
妹
子
が
我
家
の
門
を
過
ぎ
て
行
く
ら
む
（
巻
一
一-

二
四
〇
一
「
三
」
Ｐ
一
八
） 

(
四
一) 

梨
棗
黍
に
粟
次
ぎ
延
ふ
葛
の
後
に
も
逢
は
む
と
葵
花
咲
く
（
巻
一
六-

三
八
三
四
「
四
」
ｐ
四
一
） 

⑧ 

動
作
を
伴
う
発
話 

何
か
を
言
い
な
が
ら
動
作
を
し
た
場
合
も
直
接
動
作
の
動
詞
と
結
び
つ
く
例
が
あ
る
。
例(

四
二)

は
「
下
に
も
着
よ
」
と
言
っ
て
贈
っ
た

衣
で
あ
り
、
（
例
四
三)
は
「
い
ざ
寝
よ
」
と
言
っ
て
手
を
つ
な
い
だ
の
で
あ
り 

例
（
四
四
）
は
「
世
の
中
は
常
か
く
の
み
」
と
言
っ
て
別

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
例(
四
四)

は
声
に
出
す
か
出
さ
な
い
か
は
別
と
し
て
（
真
珠
を
）
「
蔓
に
し
な
さ
い
」
と
言
い
な
が
ら
包
ん
で
送
る
の

で
あ
る
。
こ
の
類
は
「
贈
る
」
「
携
は
る
」
「
別
る
」
「
遣
る
」
な
ど
で
あ
る
。
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
は
「
発
話
思
考
内
容
」
が
な
い
と
成
り
立
た

な
い
が
、
こ
れ
は
内
容
が
無
く
て
も
文
は
成
立
す
る
。 

(

四
二) 

我
妹
子
が
下
に
も
着
よ
と
贈
り
た
る
衣
の
紐
を
我
解
か
め
や
も
（
巻
一
五-

三
五
八
五
「
三
」
Ｐ
三
九
三
） 

(

四
三)

（
前
略
）
夕
星
の 

夕
に
な
れ
ば 
い
ざ
寝
よ
と 

手
を
携
は
り
（
後
略
）
（
巻
五-

九
〇
四
「
一
」
Ｐ
五
二
四
） 

(

四
四) 

世
の
中
は
常
か
く
の
み
と
別
れ
ぬ
る
君
に
や
も
と
な
我
が
恋
ひ
行
か
む
（
巻
一
五-

三
六
九
〇
「
三
」
Ｐ
四
三
六
） 

(

四
五
）
（
前
略
）
あ
や
め
草 

花
橘
に
貫
き
交
じ
へ 
縵
に
せ
よ
と 

包
み
て
遣
ら
む
（
巻
一
八-

四
一
〇
一
「
四
」
Ｐ
二
二
八
） 

⑨ 

動
作
の
理
由 

そ
の
行
動
が
起
こ
る
理
由
な
ど
も
表
す
例
が
あ
る
。
例(

四
六)

は
「
人
の
噂
が
ひ
ど
い
の
で
」
例(

四
七)

は
「
噂
が
ひ
ど
い
間
を
空
け
る

の
で
」(

四
八)

は
「
私
を
送
る
の
で
」
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
（
四
六
）
は
ミ
語
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
さ
ら
に
理
由
の
意
味
合
い
が
明

白
に
な
る
。 

 
 
 
(

四
六)

 

人
言
を
繁
み
と
君
に
玉
梓
の
使
い
も
や
ら
ず
忘
る
と
思
ふ
な
（
巻
一
一-
二
五
八
六
「
三
」
Ｐ
五
九
） 

(

四
七)

 

人
言
の
繁
き
間
守
る
と
逢
は
ず
あ
ら
ば
つ
ひ
に
や
児
ら
が
面
忘
れ
な
む 

（
巻
一
一-

二
五
九
一
「
三
」
Ｐ
六
〇
） 
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(

四
八)

我
妹
子
が
我
を
送
る
と
白
た
へ
の
袖
ひ
つ
ま
で
に
泣
き
し
思
ほ
ゆ 

（
巻
一
一-

二
五
一
八
「
三
」
Ｐ
四
四
） 

 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
万
葉
集
』
の
引
用
の
ス
タ
イ
ル
は
、

題
詞
・
左
注
と
和
歌
で
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

題
詞
・
左
注
は
『
古
事
記
』
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
同
じ
く
、
漢
文
訓
読

の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
歌
の
部
分
で
は
長
歌
で
は
内
容
の
前
後
を
動
詞
が
挟

む
パ
タ
ー
ン
、
ま
た
内
容
の
前
に
動
詞
が
置
か
れ
る
例
が
あ
る
。
し
か
し
、

語
数
に
制
限
が
あ
る
短
歌
で
は
例
外
的
な
も
の
を
除
け
ば
動
詞
は
後
置
さ
れ
、

そ
の
ス
タ
イ
ル
は
漢
文
訓
読
と
は
違
う
様
相
を
見
せ
て
い
る
。 

 

内
容
を
発
話
し
た
り
思
考
し
た
り
し
て
い
る
の
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
例

も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
と
」
に
前
置
さ
れ
る
「
発
話
思
考
内
容
」

は
思
っ
た
の
か
言
っ
た
の
か
は
っ
き
り
は
し
な
い
が
、
動
作
の
動
詞
が
後
置

さ
れ
る
短
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
言
っ
て
」
と
共
に
用
い
ら
れ

て
い
る
例
は
な
い
。 

同
じ
動
詞
で
も
「
発
話
思
考
内
容
」
と
の
か
か
わ
り
方
が
違
う
こ
と
が
あ

る
。
た
と
え
ば
「
祈
る
」
で
あ
る
。
動
詞
「
祈
る
」
「
禱
む
」
を
考
え
て
み
る
と
、
「
祈
む
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
が
「
発
話

表４  内容と動詞Ｖ２の関係    

 引用文の機能  内容  動詞  

①   発話  発話の内容  言ふ  次ぐ  語る  申す  呼ぶ  説く   

②   心内発話  心内で発話された内容  願ふ  うけふ  祈る  思ふ  知る  定む  

③   受信  受信した内容  聞く  見る  知る  

④   動作中の心内発話  動作中の心内での発話  待つ  居る  見る  

⑤  動作の意図  動作の前に思う内容  来る  取る  寝る  騒ぐ  

⑥  動作の意味  動作と意味が同じ内容  禱む  振る  結ふ  乞ふ  

⑦  比喩  動作と発話が同じ内容  絶ゆ  鳴く  

⑧  動作に伴う発話  発話の内容  別る  贈る  携はる  遣る  

⑨  動作の理由  理由  泣く  逢ふ  
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思
考
内
容
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
同
じ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
神
に
祈
る
言
葉
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
神
に
祈
る
内
容
を

行
為
で
示
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
前
者
は
神
に
祈
る
言
葉
な
の
で
省
略
は
で
き
な
い
。
後
者
は
祈
る
内
容
を
行
動
で
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
内
容
を
省
略
し
て
も
文
は
成
立
す
る
。「
言
っ
て
」
と
か
「
思
っ
て
」
と
か
を
挿
入
す
れ
ば
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
焦
点

は
そ
こ
に
は
な
い
。「
待
つ
」
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
場
合
の
内
容
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
情
報
で
は
な
い
。
声
に

出
し
て
い
っ
た
か
心
中
で
言
っ
た
か
も
重
要
で
は
な
い
。
「
待
つ
」
と
い
う
行
為
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
引
用
文
の
構
成
は
『
古
事
記
』
に
は
な
い
。「
曰
は
く
～
と
い
ふ
」
と
い
う
漢
文
訓
読
の
様
式
か
ら
離
れ
、
豊
か
な
表
現
と
し

て
『
万
葉
集
』
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。 

 

１-

１-

５ 

お
わ
り
に 

日
本
語
が
成
立
す
る
過
程
で
の
漢
文
訓
読
に
つ
い
て
は
沖
森
（
二
〇
〇
三
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る(

注
一
六)

。
新
羅
の
『
迎
日
冷
水
里
新

羅
碑
銘
』
に
お
い
て
引
用
文
を
「
教
す
ら
く
～
教
す
」
の
よ
う
に
前
後
に
挟
む
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
こ
の
よ

う
な
引
用
形
式
が
、
古
代
日
本
語
に
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
よ
う
」
な
例
と
し
て
『
法
隆
寺
薬
師
如
来
像
光
背
銘
』
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
は
新
羅
語
の
語
法
に
由
来
す
る
も
の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
『
韓
化
漢
文
』
と
称
せ
ら
れ
よ
う
」
と

述
べ
て
い
る
。『
古
事
記
』
は
発
話
内
容
を
表
す
場
合
は
二
つ
の
同
じ
動
詞
が
内
容
の
前
後
を
挟
む
ス
タ
イ
ル
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
こ
の
引
用

形
式
は
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
、
日
本
語
に
定
着
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
万
葉
集
』
で
も
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
題
詞
・
左
注
の
部
分
に
は

用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
方
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
万
葉
集
』
の
歌
の
世
界
で
は
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
」
の
場
合
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。
特
に
『
万
葉

集
』
の
短
歌
に
お
い
て
は
「
発
話
思
考
内
容
」
に
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
の
使
用
例
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
り
、
し
か
も
、
引
用
内
容
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と
動
詞
の
結
び
つ
き
は
多
様
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
る
動
詞
に
は
「
待
つ
」「
来
る
」「
寝
る
」
な
ど
数
多
く
の
動
作
動
詞
が
用
い
ら
れ
、「
申
す
」

「
言
ふ
」
な
ど
の
発
話
思
考
を
表
わ
す
類
の
動
詞
だ
け
し
か
使
用
例
が
な
か
っ
た
『
古
事
記
』
と
比
べ
る
と
際
立
っ
た
違
い
を
見
せ
て
い
る
。 

 

『
古
事
記
』
と
『
万
葉
集
』
の
時
代
の
引
用
文
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
日
本
語
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
い
う
二
つ
の
動
詞
が

『
発
話
思
考
内
容
』
を
挟
む
ス
タ
イ
ル
と
、「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
」
と
い
う
現
代
文
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
が
共
存
し
て

い
て
い
る
。 

  

【
注
】 

（
注
一
）
倉
野
憲
司
校
注(

一
九
六
三)
『
古
事
記
』
岩
波
書
店 

岩
波
文
庫 

解
説
ｐ
三
五
一 

（
注
二
）
同
上
ｐ
三
五
六 

（
注
三
）
山
口
佳
紀(

一
九
九
五)

『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
有
精
堂
出
版 

Ｐ
五
六 

（
注
四
）
青
木
和
夫
・
石
母
田
正
・
小
林
芳
規
・
佐
伯
有
清(

一
九
八
二)

『
古
事
記
』
日
本
思
想
大
系
１ 

岩
波
書
店 

（
注
五
）
注
三
文
献
Ｐ
一
六 

（
注
六
）
（ 

）
外
の
数
字
は
前
後
が
同
じ
動
詞
で
あ
り
、
（ 

）
内
の
数
字
は
前
後
が
異
な
る
動
詞
で
あ
る
。 

（
注
七
）
注
二
文
献 

Ｐ
六
六
九 

（
注
八
）
同
上
。
こ
の
点
に
つ
い
て
倉
野
憲
司
校
注
『
古
事
記
』
は
「
歌
ひ
た
ま
ひ
し
く
～
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
」
と
読
む
立
場
を
と
っ
て 

い
る
。 

（
注
九
）
現
代
の
祝
詞
で
は
「
白
さ
く
～
と
白
す
」
の
形
式
で
願
文
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
（
櫻
井
勝
之
進
他
編
（
一
九
八
七
）
『
現
代
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諸
祭
祝
詞
大
宝
典
』
国
書
刊
行
会 

（
注
一
〇
）
原
口
裕
（
一
九
五
四
）
「
古
事
記
に
お
け
る
直
叙
様
式
―
□
之･

□
者
の
用
字
に
つ
い
て
」
『
語
文
研
究
』
一
八 

古
賀
精
一
（
一
九
五
四
）
「
古
事
記
の
『
白
』
、
『
曰
』
両
字
つ
い
て
」
『
国
語
国
文
』
昭
和
二
八
年
八
月 

（
注
一
一
）
テ
キ
ス
ト
に
は
佐
竹
昭
広
他
（
一
九
九
五
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
万
葉
集
」
一
二
三
四 

岩
波
書
店
を
使
用
す
る
。 

（
注
一
二
）
凡
例
に
「
題
詞
・
左
注
等
の
漢
文
は
文
選
の
編
題
の
平
安
時
代
に
お
け
る
訓
読
法
を
範
と
し
て
、
『･

･
･

作
り
し
歌
』
の
よ
う

に
、
過
去
の
助
動
詞
『
き
』
を
補
読
し
て
読
み
下
し
た
。
文
字
の
音
と
訓
に
つ
い
て
は
古
音
・
古
訓
は
な
る
べ
く
避
け
て
、

慣
用
の
音
訓
」
に
従
う
こ
と
と
し
た
」
と
あ
る
。 

（
注
一
三
）
同
上
「
一
」
Ｐ
四
五
八 

以
下
（
巻
―
歌
番
号
「
一
」
Ｐ
○
○
）
と
記
す 

（
注
一
四
）
動
詞
が
前
置
さ
れ
る
、
一
七
四
〇(

語
ら
く)

、
一
八
〇
九(

語
ら
く)

、
三
八
八
五(

嘆
か
く)

、
四
〇
一
一
（
告
ぐ
ら
く)

、
四
一

〇
六(

言
い
継
ぎ
け
ら
く
、
語
り
け
ま
く)

、
四
二
一
四
（
語
ら
く)

、
四
四
〇
八
（
な
げ
き
の
た
ば
く
）
は
長
歌
で
あ
る
。 

（
注
一
五
）
「
巻
三
」
の
脚
注
Ｐ
一
六
に
よ
る
。 

（
注
一
六
）
沖
森
卓
也(

二
〇
〇
九
）
『
日
本
古
代
の
文
字
と
表
記
』
吉
川
弘
文
館 

ｐ
三
九 

 
 

【
参
考
文
献
】 

倉
野
憲
司
校
注 

(

一
九
六
三) 

『
古
事
記
』
岩
波
書
店 

岩
波
文
庫 

櫻
井
勝
之
進
他
編
（
一
九
八
七
） 

『
現
代
諸
祭
祝
詞
大
宝
典
』
国
書
刊
行
会 

山
口
佳
紀  

(

一
九
九
五) 

『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
有
精
堂
出
版 

沖
森
卓
也  

(

二
〇
〇
三) 

『
日
本
語
の
誕
生
―
古
代
の
文
字
と
表
記
』
吉
川
弘
文
館 
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福
島
直
恭  

(

二
〇
〇
八
） 

『
書
記
言
語
と
し
て
の
「
日
本
語
」
の
誕
生
』
吉
川
弘
文
館 

沖
森
卓
也  

(

二
〇
〇
九
） 

『
日
本
古
代
の
文
字
と
表
記
』
吉
川
弘
文
館 

 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

佐
竹
昭
広 

山
田
英
雄 
工
藤
力
男 

大
谷
雅
夫 

山
崎
福
之
（
一
九
九
五
）
『
万
葉
集
』
一
二
三
四 

新
日
本
古
典
文
学
大
系 

岩
波
書
店 

青
木
和
夫 

石
母
田
正 
小
林
芳
規 

佐
伯
有
清
（
一
九
八
二
）
『
古
事
記
』
日
本
思
想
大
系
１ 

岩
波
書
店 
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一
―
二 

『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
引
用 

  
１-
２-

１ 

は
じ
め
に 

『
竹
取
物
語
』
は
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
」
（
『
源
氏
物
語
』
（
絵
合
わ
せ
）
の
物
語
で
あ
る 

(

注
一)

。
物
語
の

祖
と
さ
れ
る
が
、
音
読
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
語
り
の
枠
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
（
注
二
）
。
こ
こ
で
は
『
竹
取
物
語
』
の
中

で
会
話
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
、
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

直
接
引
用
と
は
、
発
話
者
が
言
っ
た
こ
と
を
人
称
な
ど
変
更
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
内
容
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
接
引
用
か
、

ま
た
は
話
者
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
の
間
接
引
用
か
は
判
定
に
迷
う
場
合
も
あ
る
が
、
筆
者
が
直
接
引
用
と
し
た
例
は
一
九
一
例
で
あ

っ
た
。
「
（
Ｖ
１
）
『
発
話
思
考
内
容
』
と
／
と
て
（
Ｖ
２
）
」
を
一
単
位
と
し
て
例
を
検
討
す
る
と
、
次
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

一
「
と
」
で
内
容
を
受
け
る 

(

一)

「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

(

二)

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

二
「
と
て
」
で
内
容
を
受
け
る 

 
(

一)

「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

 
(

二)

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

三
「
と
」
も
「
と
て
」
も
使
用
し
な
い 
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(

一)

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」 

 

１-

２-

２ 

「
と
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 

 

「
と
」
で
発
話
・
思
考
内
容
を
受
け
る
タ
イ
プ
は
二
種
類
あ
る
。
「
発
話
思
考
内
容
」
に
後
続
す
る
動
詞
Ｖ
２
が
あ
る
も
の
と
、
「
発
話

思
考
内
容
」
を
Ｖ
１
と 

Ｖ
２
の
二
つ
の
動
詞
が
挟
む
タ
イ
プ
で
あ
る
。 

ま
ず
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
て
述
べ
る
。 

(

一
）
翁
「
う
れ
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
」
と
言
ふ
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
竹
取
物
語
』
以
下
同
じ
Ｐ
三
二
） 

(

二
）
か
ぐ
や
姫
「
石
つ
く
り
の
皇
子
に
は
、
佛
の
御
石
の
鉢
と
い
ふ
物
あ
り
。
そ
れ
を
と
り
て
た
ま
へ
」
と
言
ふ
。
（
Ｐ
三
三) 

 
 

(

三
）
「
翁
の
命
、
今
日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
を
、
か
く
の
た
ま
ふ
公
達
に
も
よ
く
思
ひ
定
め
て
仕
ふ
ま
つ
る
な
れ
」
と
申
す
も
こ
と
は

り
也
。
（
Ｐ
三
三) 

 
 

(

四)

「
あ
な
、
か
ひ
な
の
わ
ざ
や
」
と
の
給
ひ
け
る
よ
り
ぞ
、
思
ふ
に
た
が
ふ
事
を
ば
、
か
ふ
な
し
と
は
言
い
け
る
。
（
Ｐ
五
二
） 

(

五
）
こ
れ
を
、
使
ふ
者
ど
も
「
な
を
物
思
す
事
あ
る
べ
し
」
と
さ
ゝ
や
け
ど(

Ｐ
五
九) 

 

ま
ず
、
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
は
多
い
順
に
、
①
発
話
に
関
す
る
動
詞

②
思
考
に
関
す
る
動
詞
③
発
話
に
伴
う
動
作
④
心
の
状
態
を
表
す
動
詞
で
あ
る
。
①
が
多
い
の
は
当
然
の
結
果
だ
が
、
③
と
④
も
あ
る
こ

と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
次
に
具
体
的
な
動
詞
を
挙
げ
る
。 
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（
表
１
）
『
竹
取
物
語
』
の
「
と
」
を
受
け
る
動
詞 

①
発
話
に
関
す
る･

･

い
ふ
４
１
の
た
ま
ふ
１
７
申
す
１
０
と
ふ
６
奏
す
５
お
は
す
３
告
ぐ
３
答
ふ
１
聞
く
１
承
く
１
そ
し
る
１
の
の
し
る
１
さ
さ
や
く
１
詠
む
１
呼
ぶ
１ 

②
思
考
に
関
す
る･

･

お
ぼ
す
５
思
ふ
２
お
も
ひ
め
ぐ
ら
す
１ 

③
発
話
に
伴
う
動
作･

･

泣
く
２
笑
ふ
１
う
な
づ
く
１
傾
く
１
も
た
ぐ
１
拝
む
１
制
す 

④
心
の
状
態･

･

は
ら
だ
つ
１
ね
た
む
１ 

⑤
そ
の
他･

･

書
く
１
あ
る
１ 

 

次
に
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
Ｖ
２
｝
に
つ
い
て
、
例
を
挙
げ
て
述
べ
る
。 

(

六
）
翁
皇
子
に
申
す
や
う
「
い
か
な
る
所
に
か
、
こ
の
木
は
さ
ぶ
ら
ひ
け
ん
、
あ
や
し
く
、
う
る
は
し
く
、
め
で
た
き
物
に
も
」
と

申
す
。(

Ｐ
三
七) 

(

七
）
か
ぐ
や
姫
、
翁
に
い
は
く
、
「
こ
の
皮
衣
は
、
火
に
焼
か
ん
に
、
焼
け
ず
は
こ
そ
、
ま
こ
と
な
ら
め
と
思
ひ
て
、
人
の
い
ふ
こ

と
に
も
負
け
め
。
世
に
無
き
物
な
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
こ
と
と
疑
ひ
な
く
思
は
ん
。
な
お
こ
れ
を
焼
き
手
心
み
ん
」
と
言
ふ
。(

Ｐ
四

四) 

(

八
）
中
納
言
、
く
ら
つ
ま
ろ
に
の
た
ま
は
く
、「
燕
は
、
い
か
な
る
時
に
か
子
を
産
む
と
知
り
て
、
人
を
ば
あ
る
べ
き
」
と
言
ふ
。(

Ｐ

四
四) 

 
 

(

九
）
翁
い
ら
ふ
る
よ
う
「
な
し
給
ひ
。
官
冠
も
、
わ
が
子
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
、
何
に
か
は
せ
む
。
さ
は
あ
り
と
も
、
な
ど
か
宮
仕

え
を
し
た
ま
わ
ざ
ら
ん
。
死
に
給
う
べ
き
よ
う
や
あ
る
べ
き
」
と
い
ふ
。(

ｐ
五
五) 

(

一
〇
）
あ
る
人
奏
す
「
駿
河
の
國
に
あ
る
山
な
ん
、
こ
の
都
も
近
く
、
天
も
近
く
侍
る
」
と
奏
す
。(

ｐ
六
七) 

表
２
は
Ｖ
１
Ｖ
２
二
つ
の
動
詞
が
発
話
内
容
を
動
詞
が
挟
ん
で
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
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で
あ
る
。
Ｖ
１
の
動
詞
、
つ
ま
り
内
容
の
前
に
来
る
動
詞
は
発
話
に
関
す
る
動
詞
の
み
で
あ
る
。
後
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
２
は
「
言
ふ
」
な

ど
発
話
に
関
す
る
動
詞
が
多
い
が
、
「
わ
ら
ふ
」
「
な
く
」
な
ど
発
話
に
伴
う
動
作
を
表
す
動
詞
や
、
「
は
ら
だ
ち
お
る
」
な
ど
心
の
状
態 

（
表
２
）
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
「
Ｖ
１
『
内
容
』
と
Ｖ
２
」 

を
表
す
動
詞
も
あ
る
。
ま
た
、
Ｖ
１
Ｖ
２
二
つ
の
動
詞
が
同
じ
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、 

 
 

そ
う
で
は
な
い
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。 

こ
の
二
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
を
挟
む
タ
イ
プ
は
例
（
七
）
の
よ
う
に
発
話
内
容
が
長
い

傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
と
て
」
で
発
話
思
考
内
容
を
受
け
二
つ
の
動
詞
が
『
発
話
思
考
内
容
』

を
挟
む
タ
イ
プ
で
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
に
お
け
る
漢
文
訓
読
体
と
和
文
の
混
合
と
い
う
問
題

は
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
和
文
に
「
申
さ
く･

･
･

申
す
」
の
よ
う
な
引
用
形
式
が
あ
っ
て
漢
文
を
「
曰

（
い
は
）
は
く･

･
･

者
（
と
い
へ
り
）
「
曰
く
・
・
・
と
い
ふ
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

ま
た
平
安
初
期
に
使
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
引
用
形
式
は
「
イ
フ
」
な
ど
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
と

い
う
（
注
三
）
。
次
に
内
容
を
「
と
て
」
で
受
け
る
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

  

１-

２-

３ 

「
と
て
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 

 

「
と
て
」
で
発
話
思
考
内
容
を
受
け
る
場
合
も
、
一
つ
の
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
｝
と
、
二
つ
の
動
詞
が

挟
む
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
て
Ｖ
２
」
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
Ｖ
２
動
詞
で
受
け
る
「
と
て
」
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。 

(

一
一) 

を
ろ
か
な
る
人
は
、
「
よ
う
な
き
あ
り
き
は
、
よ
し
な
か
り
け
り
」
と
て
、
来
ず
な
り
に
け
り
。(

Ｐ
三
〇) 

V1  V2 

いはく   言ふ 15 申す１おほす１わらう 1 はらだつ１  

申す   申す 8 奏す 3  

言ふ   言ふ 4  はらだつ１  

のたまふ   のたまふ 3 言ふ１  

こたふ   こたふ１  言ふ１  

語る   言ふ１  
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(

一
二
）
御
門
「
な
ど
か
さ
あ
ら
ん
。
猶
い
て
お
は
し
ま
さ
ん
」
と
て
、
御
輿
を
寄
せ
給
ふ
に
（
Ｐ
五
七) 

(

一
三
）「
文
を
書
き
を
き
て
ま
か
ら
ん
。
恋
し
か
ら
む
を
り
を
り
、
と
り
出
で
て
見
給
へ
」
と
て
、
う
ち
泣
き
て
書
く
言
葉
は(

Ｐ
六

四) 

(

一
四
）
か
ぐ
や
姫
「
も
の
知
ら
ぬ
こ
と
な
の
給
ひ
そ
」
と
て
、
い
み
じ
く
静
か
に
、
公
に
御
文
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ(

Ｐ
六
五) 

(

一
五
）
「
な
に
せ
む
に
か
命
も
お
し
か
ら
む
。
た
が
為
に
か
。
何
事
も
用
な
し
」
と
て
、
薬
も
食
は
ず
。(

Ｐ
六
六) 

「
と
て
」
に
後
続
す
る
動
詞
Ｖ
２
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

い
る
２ 

ま
い
る
２ 

い
づ
２ 
奉
る
２ 

こ
ぼ
つ 

伏
し
拝
む 

来 

出
す 

暇
申
す 

た
ぶ 

率
る 

寄
す 

泣
く 

つ
つ
む 

く
ふ 

「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
を
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
と
比
べ
て
み
る
と
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
ま
ず
、「
と
て
」
で
受
け
る

ほ
う
が
、
「
と
」
で
受
け
る
よ
り
数
が
少
な
い
。
「
と
て
」
で
受
け
る
Ｖ
２
に
は
、
「
言
ふ
」
な
ど
の
発
話
に
関
す
る
動
詞
は
な
い
。
「
暇
申

す
」
は
「
休
暇
を
願
い
出
る
」
行
為
で
あ
る
。
「
と
」
が
受
け
る
「
言
ふ
」
「
の
た
ま
ふ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
主
に
発
話
を
表
す
動
詞
が
繰

り
返
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
い
づ
」
な
ど
動
作
を
表
す
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
。 

 

こ
の
「
と
て
」
は
「
助
詞
総
覧
」
（
注
四
）
に
よ
る
と
、
「
と
て
」
は
「
と
言
っ
て
」
で
あ
り
、
格
助
詞
「
と
」
に
接
続
助
詞
「
て
」
が

つ
い
て
、
一
語
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
通
説
で
あ
る
、
と
あ
る
。
そ
し
て
、
接
続
助
詞
は
用
言
に
つ
く
こ
と
か
ら
「
と
」
は
格
助

詞
で
は
な
く
指
定
の
助
動
詞
で
あ
る
と
い
う
説
、
さ
ら
に
「
と
」
は
指
示
す
る
副
詞
で
あ
り
、
そ
こ
に
接
続
助
詞
「
て
」
が
複
合
化
し
た

と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
次
に
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
を
見
て
み
よ
う
。 

 
 

 
(

一
六)

翁
言
ふ
や
う
「
わ
れ
朝
ご
と
夕
ご
と
に
見
る
竹
の
中
に
お
は
す
る
に
て
、
知
り
ぬ
。
子
と
な
り
給
ふ
ば
き
ひ
と
な
め
り
」
と

て
、
手
に
う
ち
入
れ
て
家
へ
持
ち
て
来
ぬ
。(

Ｐ
二
九) 

(

一
七)

大
納
言
起
き
て
の
た
ま
は
く
「
汝
ら
、
よ
く
も
て
来
ず
な
り
ぬ
。
龍
は
鳴
る
神
の
る
い
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
そ
れ
が
玉
を
と
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ら
む
と
て
、
そ
こ
ら
の
人
々
の
害
せ
ら
れ
な
む
と
し
け
り
。
ま
し
て
龍
を
捕
へ
た
ら
ま
し
か
ば
、
又
、
こ
と
も
な
く
、
わ
れ
は
が
い

せ
ら
れ
な
ま
し
。
よ
く
捕
へ
ず
な
り
に
け
り
。
か
ぐ
や
姫
て
う
大
盗
人
の
奴
が
、
人
を
殺
さ
ん
と
す
る
な
り
け
り
。
家
の
あ
た
り
だ

に
い
ま
は
と
を
ら
じ
。
男
ど
も
、
な
あ
り
き
そ
」
と
て
、
家
に
少
し
残
り
た
り
け
る
物
ど
も
は
、
龍
の
玉
を
取
ら
ぬ
者
ど
も
に
た
び

つ
。(
Ｐ
四
九) 

(

一
八)

か
の
寮
の
官
人
、
く
ら
つ
ま
ろ
と
申
す
翁
申
す
よ
う
「
小
安
貝
と
ら
ん
と
思
め
さ
ば
、
た
ば
か
り
申
さ
ん
と
」
と
て
、
御
前

に
ま
い
り
た
れ
ば
、(

Ｐ
五
〇) 

(

一
九)

中
納
言
の
た
ま
ふ
よ
う
「
い
と
よ
き
こ
と
な
り
」
と
て
、
あ
な
な
い
を
こ
ぼ
ち
、
人
み
な
帰
り
ま
う
で
来
ぬ
。(

ｐ
五
六) 

(

二
〇)

翁
答
え
て
い
は
く
「
天
下
の
事
は
、
と
あ
り
と
も
、
か
か
り
と
も
、
み
命
の
危
う
さ
こ
そ
、
お
お
き
な
る
障
り
な
れ
ば
、
猶

つ
か
う
ま
つ
る
ま
じ
き
事
を
、
ま
い
り
て
申
さ
ん
」
と
て
、
ま
い
り
て(

ｐ
五
六) 

 

こ
の
形
式
で
は
、
Ｖ
１
は
「
～
い
ふ
や
う
」
「
～
い
は
く
」
「
～
の
た
ま
は
く
」
「
～
の
た
ま
ふ
や
う
」
「
～
申
す
や
う
」
で
あ
り
、
発
話

を
表
す
動
詞
の
み
で
あ
る
。
言
表
の
内
容
が
長
い
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
取
っ
て
き
た
話
を
長
々

と
す
る
内
容
は
「
の
た
ま
は
く
～
と
の
た
ま
へ
ば
」
の
ス
タ
イ
ル
で
表
さ
れ
て
い
る
し
、
例(

一
七)

の
大
納
言
の
発
話
も
「
の
た
ま
は
く

～
と
て
た
び
つ
」
の
中
に
あ
る
。
峰
岸
（
一
九
八
二
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
引
用
形
式
は
瞬
時
に
喪
失
す
る
音
声
言
語
の
短
所
を
補
う
と
い

う
点
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注
五
）
。
ま
た
、
表

2
月
で
示
し
た
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２
は
四
二
例

に
対
し
て
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２
は
六
例
と
な
っ
て
い
る
。 

 

な
お
、
「
申
す
」
「
の
た
ま
ふ
」
な
ど
終
止
形
が
発
話
思
考
内
容
の
前
に
あ
る
例
も
あ
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
考

え
る
か
難
し
い
。
ひ
と
ま
ず
考
察
の
範
囲
か
ら
は
一
応
除
外
し
て
は
あ
る
の
だ
が
、
例
と
し
て
次
に
挙
げ
て
お
き
た
い
。 

(

二
一)

男
ど
も
答
え
て
申
す
、「
燕
を
あ
ま
た
殺
し
て
見
る
だ
に
も
、
腹
に
何
も
な
き
物
也
。
た
だ
し
、
子
産
む
時
な
ん
、
い
か
で
か
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出
す
ら
む
。
は
楽
か
と
申
。
人
だ
に
見
れ
ば
失
せ
ぬ
」
と
申
す
。
（
Ｐ
五
〇) 

(

二
二)

か
ぐ
や
姫
答
え
て
奏
す
、
「
を
の
が
身
は
、
此
の
國
に
む
ま
れ
て
侍
ら
ば
こ
そ
使
ひ
給
は
め
、
」
い
と
い
て
お
は
し
ま
し
が
た

く
や
侍
ら
ん
」
と
奏
す
。(

ｐ
五
六) 

 

１-

２-
４ 

「
と
」
「
と
て
」
を
使
用
し
な
い 

次
に
「
と
」
も
「
と
て
」
も
使
用
し
な
い
、
発
話
思
考
内
容
を
引
用
す
る
タ
イ
プ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
発
話
思
考
内
容

の
前
に
動
詞
が
あ
る
。
「
と
」
と
「
と
て
」
も
、
後
続
す
る
動
詞
も
な
い
。
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
な
る
。 

(

二
三)

か
ぐ
や
姫
の
言
ふ
や
う
「
親
の
の
給
ふ
こ
と
を
、
ひ
た
ぶ
る
に
辭
び
申
さ
ん
事
の
い
と
を
し
さ
に
、
と
り
が
た
き
物
を
」(

ｐ

三
七) 

(

二
四)

か
ぐ
や
姫
の
、
皮
衣
を
み
て
い
は
く
「
う
る
は
し
き
皮
な
め
り
。
別
き
て
ま
こ
と
の
皮
な
ら
む
と
も
し
ら
ず
」(

Ｐ
四
三) 

(

二
五)

屋
の
上
に
を
る
人
々
に
い
は
く
「
つ
ゆ
も
、
物
空
に
か
け
ら
ば
、
ふ
と
射
殺
し
給
へ
」(

Ｐ
六
一) 

 

「
い
は
く
～
言
ふ
」
の
「
言
ふ
」
が
な
い
形
で
あ
る
。
引
用
内
容
の
あ
と
に
「
と
」
や
「
と
て
」
が
あ
る
例
は
一
例
も
な
か
っ
た
。
Ｖ

１
が
引
用
節
の
前
に
あ
る
例
は
六
例
で
あ
る
。
こ
の
Ｖ
１
は
発
話
を
表
す
動
詞
の
み
で
あ
る
。 

。 

１-

２-

５ 

「
と
」
「
と
て
」
「
と
言
っ
て
」 

引
用
節
を
受
け
る
「
と
」
と
「
と
て
」
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
と
」
に
後
続
す
る
動
詞

Ｖ
２
は
発
話
や
思
考
の
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
言
ふ
」
の
よ
う
に
終
止
す
る
場
合
も
あ
り
、「
言
ひ
て
」
、「
言
へ
ば
」
、「
言
へ
ど
も
」

の
場
合
も
あ
る
。 
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(

二
六)

「
を
の
が
な
さ
ぬ
子
な
れ
ば
、
心
に
も
従
は
ず
な
ん
あ
る
」
と
言
ひ
て
、
月
日
を
す
ぐ
す
。
（
ｐ
三
一
） 

(

二
七)

「
う
れ
し
き
人
ど
も
な
り
」
と
言
ひ
て
、
禄
い
と
多
く
と
ら
せ
給
ふ
。(

Ｐ
四
一) 

(
二
八
）
匠
ら
い
み
じ
く
喜
び
「
思
ひ
つ
る
や
ふ
に
も
あ
る
か
な
」
と
言
ひ
て
帰
る
道
に
て(

Ｐ
四
一) 

(

二
九)
「
そ
れ
、
さ
も
言
わ
れ
た
り
」
と
言
ひ
て
、
大
臣
に
「
か
く
な
ん
申
す
」
と
言
ふ
。(

Ｐ
四
四) 

(

三
〇)

か
ぐ
や
姫
、
泣
く
泣
く
言
ふ
、「
先
々
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
か
な
ら
ず
心
惑
い
し
給
は
ん
物
ぞ
と
思
ひ
て
、
い
ま
ま

で
過
ご
し
侍
り
つ
る
な
り
（
略
）
」
と
言
ひ
て
、
い
み
じ
く
泣
く
を
（
Ｐ
五
九) 

こ
の
例
を
み
る
と
、
言
う
相
手
が
い
て
、
言
う
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
す
る
男
た
ち
、
匠
、
匠
同
士
、

か
ぐ
や
姫
、
大
臣
、
親
ど
も
に
、
発
話
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
発
話
内
容
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
く
な
る
。「
言
ふ
」
は
ま
さ
に

情
報
伝
達
の
動
詞
で
あ
る
。 

「
と
て
」
は
「
言
ひ
て
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
か
、
は
し
ょ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
（
注
六
）
。「
と
て
」
が
「
と
言
っ
て
」

の
省
略
と
い
う
の
な
ら
、「
と
て
」
は
す
べ
て
「
～
と
言
っ
て
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
と
言
っ
て
」
と
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。 

「
と
て
」
の
場
合
、
内
容
の
前
に
発
話
を
表
す
動
詞
Ｖ
１
が
あ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
発
話
行
為
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
例
（
一
二
）~

（
一
五
）
の
よ
う
に
発
話
の
動
詞
Ｖ
１
が
な
い
例
で
は
言
っ
た
の
か
考
え
た
の
か
つ
ぶ
や
い
た
の
か
、
ま
た
独
り
言
な
の
か
、
何
回
言
っ

た
の
か
不
明
で
あ
る
。
発
話
内
容
を
は
っ
き
り
と
誰
か
か
ら
誰
か
へ
と
言
う
の
と
は
違
う
。「
と
て
」
に
は
、
発
話
内
容
を
ど
う
し
た
の
か

は
曖
昧
に
し
て
、
後
続
の
動
詞
に
つ
な
ぐ
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
」
の
部
分
が
な
く
て
も
、

文
意
は
成
り
立
つ
が
、
「
と
て
」
以
下
の
動
詞
Ｖ
２
が
な
け
れ
ば
文
意
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
「
と
て
」
に
続
く
動
詞
に
焦
点
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
２
と
し
て
共
通
す
る
「
泣
く
」
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
動
詞
と
し
て
後
置
さ

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
と
」
は
主
に
発
話
思
考
の
動
詞
、「
と
て
」
は
動
作
の
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
。「
泣
く
」
の
も
、
泣
き
な
が
ら
情
報

伝
達
す
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
（
三
〇
）
の
よ
う
に
、
「
と
言
っ
て
」
泣
く
場
合
は
発
話
後
泣
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

「
と
て
」
を
受
け
る
Ｖ
２
に
「
言
ふ
」
は
な
く
、
例
（
一
三
）
の
よ
う
に
、
つ
ぶ
や
い
た
か
思
っ
た
か
、
は
っ
き
り
は
わ
か
ら
な
い
が
、

泣
い
て
次
の
行
為
を
し
た
、
と
の
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
～
と
泣
く
」
場
合
が
、
む
し
ろ
「
～
と
言
っ
て
泣
く
」
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
「
泣
く
」
は
「
と
」
に
も
「
と
て
」
に
も
つ
な
が
る
が
、
区
別
は
曖
昧
で
あ
り
、
後
の
作
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

１-

２-

６ 

お
わ
り
に 

 

平
安
時
代
の
口
承
的
な
文
学
で
あ
る
『
竹
取
物
語
』
で
は
、
発
話
思
考
を
直
接
述
べ
る
ス
タ
イ
ル
は
「
と
」「
と
て
」
で
受
け
る
も
の
と
、

ど
ち
ら
も
使
用
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
更
に
、「
発
話
思
考
内
容
」
の
前
に
動
詞
が
あ
る
も
の
、「
発
話
思
考
内
容
」
の
後
ろ
に
あ
る
も
の
、

「
発
話
思
考
内
容
」
を
挟
む
形
で
動
詞
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。「
発
話
思
考
内
容
」
を
う
け
る
「
と
」
の
ほ
か
に

「
と
て
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
、
こ
の
「
と
て
」
が
今
後
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
辿
る
の
か
見
て
い
き
た
い
。 

  

【
注
】 

（
注
一) 

平
安
初
期
の
「
唯･

･
･

ノ
ミ
」
「
曰
ク･

･
･

ト
イ
フ
」
「
恐
ラ
ク
ハ･

･
･

ム
カ
ト
」
「
願
ハ
ク
ハ･

･
･

ム
ト
」
に
お
け
る
傍
線
の
語
が
、

院
政
期
に
は
読
み
替
え
ら
れ
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
（
小
林
芳
規
「
字
訓
の
変
遷
」
漢
字
講
座
３
『
漢
字
と
日
本
語
』
明
治

書
院
） 
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（
注
二)  

鈴
木
一
彦 

林
巨
樹
編
（
一
九
八
四
）
『
研
究
資
料
日
本
語
文
法
』
助
辞
編 

明
治
書
院 

（
注
三
）『
竹
取
物
語
』
の
文
章
が
漢
字
か
な
交
じ
り
の
平
仮
名
文
で
あ
る
事
情
と
し
て
、
漢
字
漢
文
で
は
口
承
的
な
叙
述
の
細
部
ま
で
表

で
き
な
い
こ
と
、
当
時
の
物
語
が
音
読
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（
峰
岸
明
「
物
語

の
文
体
」
森
岡
健
二
ほ
か
編(

一
九
八
二)

『
講
座
日
本
語
学
』
八
『
文
体
史Ⅱ

』
明
治
書
院
） 

 
(

注
四) 

 

松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
あ
る
言
葉
を
引
用
し
て
下
に
続
け
る
。
「･

･
･
･
･

と
い
っ
て
」 

ま
た
「
て
」
と
の
接
続
に
関
し
て
も
、
意
味
の
上
か
ら
考
え
て
、「
と
い
っ
て
」
な
ど
と
い
う
語
の
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ

ば
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
。 

（
注
五
）
注
三
文
献
と
同
じ
。 

（
注
六
）
『
岩
波
古
語
辞
典
』
（
連
語
）
あ
る
言
葉
の
下
に
続
け
て
「･

･
･

と
言
っ
て
」 

『
新
潮
国
語
辞
典
』
第
二
版 

文
を
受
け
て
「･

･
･

と
言
っ
て
」
「･

･
･

と
思
っ
て
」
な
ど
の
意
を
表
す
。 

 

【
参
考
文
献
】 

峰
岸
明 

(

一
九
八
二)

「
物
語
の
文
体
」
森
岡
健
二
ほ
か
編
『
講
座
日
本
語
学
』
八
『
文
体
史Ⅱ

』
明
治
書
院 

小
林
芳
規(

一
九
八
七)

「
字
訓
の
変
遷
」
漢
字
講
座
三
『
漢
字
と
日
本
語
』
明
治
書
院 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

阪
倉
篤
義 

大
津
有
一 

築
島
裕 

阿
部
俊
子 

今
井
源
衛
校
注
（
一
九
五
七
）『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
大
和
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系

九 

岩
波
書
店 
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一
―
三 

『
土
左
日
記
』
に
お
け
る
引
用 

  
１-
３-

１ 

は
じ
め
に 

原
本
再
建
が
ほ
ぼ
可
能
と
さ
れ
る(

注
一)

紀
貫
之
『
土
左
日
記
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
三
つ
の
タ
イ

プ
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。 

一
「
と
」
で
内
容
を
受
け
る 

(

１)

「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

(

２) 

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

二
「
と
て
」
で
内
容
を
受
け
る 

 
(

１)

「
発
話
・
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

 
(

２) 

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

三
内
容
の
後
に
動
詞
Ｖ
２
が
な
い 

 
(

１) 

Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」 

 

１-

３-

２ 

「
と
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 

「
と
」
で
発
話
内
容
を
受
け
る
場
合
、(

１)

と(

２)

に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
、(

１)

の
タ
イ
プ
を
見
る
と
、
内
容
に
後
置
さ
れ
る

Ｖ
２
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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『
土
左
日
記
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
２ 

①
発
話･

･

言
ふ
３
１
詠
む
５
と
ふ
２
祈
る
５
歌
ふ
２
さ
わ
ぐ
１
催
す
１ 

②
思
考･

･
思
ふ
３ 

③
心
の
状
態･

･
く
や
し
が
る
１
お
し
む
１
嘆
く
１ 

④
そ
の
他･

･

あ
り
１ 

発
話
行
為
を
表
す
「
言
ふ
」
の
使
用
例
が
他
を
抜
い
て
い
る
。「
詠
む
」
は
和
歌
を
詠
む
の
意
で
あ
る
。
他
に
「
問
ふ
」「
祈
る
」「
申
す
」

「
歌
ふ
」「
さ
わ
ぐ
」「
催
す
」
な
ど
、
発
話
内
容
が
必
須
で
あ
る
動
詞
Ｖ
２
の
使
用
例
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
思
考
に
関
す
る
「
思
ふ
」
、
発

話
に
伴
う
心
の
状
態
「
悔
し
が
る
」
「
お
し
む
」
「
嘆
く
」
、
内
容
が
文
字
言
語
で
あ
る
こ
と
を
表
す
「
あ
り
」
な
ど
の
使
用
例
が
あ
っ
た
。

動
作
を
表
す
動
詞
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

次
に
一-(

２)

「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
タ
イ
プ
を
見
て
み
る
。
「
言
ふ
」
「
申
す
」
「
う
た
ふ
」
「
思
ふ
」
の
使
用
例
が
一
一

例
で
あ
り
、
そ
の
結
び
つ
き
は
次
の
四
例
で
あ
る
。 

『
土
左
日
記
』
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２ 

①
～
い
は
く
「
」
と
言
ふ/

嘆
く
②
～
の
申
し
奉
る
こ
と
は
「
」
と
申
し
奉
る
③
～
い
ふ
や
う
／
い
ふ
け
ら
く
「
」
と
言
ふ 

④
～
思
へ
る
や
う
「
」
と
言
ふ
べ
し 

(

一)

人
々
の
い
は
く
「
こ
の
河
、
飛
鳥
川
に
あ
ら
ね
ば
、
渕
瀬
さ
ら
に
変
ら
ざ
り
け
り
。
」
と
言
ひ
て(

Ｐ
六
三)

 

(

二)

楫
取
り
の
申
し
て
奉
る
こ
と
は
「
こ
の
幣
の
散
る
方
に
、
御
船
す
み
や
か
に
漕
が
し
め
た
ま
へ
。
」
と
申
し
て
奉
る
。（
Ｐ
四
〇)

 

(

三)

き
く
人
の
思
へ
る
や
う
、
「
な
ぞ
、
徒
事
な
る
。
」
と
ひ
そ
か
に
い
ふ
べ
し
。(

Ｐ
四
七)

 

 

し
か
し
、
Ｖ
１
に
お
い
て
目
に
つ
く
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
曰
く
」「
言
ふ
や
う
」
な
ど
で
は
な
く
、
例(

四
）
の
よ
う
に
「
詠
む
」
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が
Ｖ
１
と
し
て
内
容
の
前
に
置
か
れ
る
例
で
あ
る
。「
詠
め
る
」
な
ど
の
連
体
形
、
例(

五)

の
よ
う
に
「
詠
め
る
う
た
」
、「
詠
め
り
け
る
う

た
」
な
ど
名
詞
止
め
に
な
る
か
た
ち
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
Ｖ
１
と
Ｖ
２
二
つ
の
動
詞
が
和
歌
を
挟
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ
の
引
用
の
ス

タ
イ
ル
は
『
竹
取
物
語
』
と
異
な
る
。
こ
こ
で
は
Ｖ
１
の
後
に
名
詞
が
あ
る
例(

五)

の
よ
う
な
場
合
も
、
Ｖ
１
と
見
な
す
こ
と
に
す
る
。 

(

四)

か
か
れ
ば
、
た
だ
昔
の
人
を
の
み
恋
ひ
つ
つ
船
な
る
人
の
よ
め
る
、
よ
す
る
な
み
う
ち
も
よ
せ
な
む
わ
が
こ
ふ
る
ひ
と
わ
す
れ

が
ひ
お
り
て
ひ
ろ
わ
む
と
い
へ
れ
ば(

Ｐ
四
九)

 

 
(

五)

そ
れ
が
う
た
ふ
船
唄
、
な
ほ
こ
そ
く
に
の
か
た
は
み
や
ら
る
れ
、
わ
が
ち
ち
は
は
あ
り
と
し
お
も
へ
ば
か
へ
ら
や
、
と
う
た
ふ

ぞ
あ
は
れ
な
る
。(

Ｐ
三
七)

 

(

六)

あ
る
人
の
子
の
童
な
る
、
ひ
そ
か
に
い
ふ
「
ま
ろ
、
こ
の
歌
の
返
し
せ
む
」
と
い
ふ(

Ｐ
一
九)

 
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』
で
も
例
を
挙
げ
て
お
い
た
が
、
例(

六)

の
よ
う
に
Ｖ
１
が
終
止
形
で
あ
る
例

も
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
か
た
ち
も
Ｖ
１
に
入
れ
た
。『
土
左
日
記
』
に
お
け
る
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の

関
係
を
上
の
表
に
ま
と
め
る
。 

『
土
左
日
記
』
で
は
「
う
た
ふ
」「
申
す
」
に
関
し
て
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
、
同
じ
動
詞
で
あ
る
と
言
え

る
が
、「
い
ふ
」
に
関
し
て
は
Ｖ
１
「
い
ふ
」
の
九
例
中
Ｖ
２
「
い
ふ
」
は
八
例
、
「
詠
む
」
に
関
し
て

は
、
Ｖ
１
「
詠
む
」
一
四
例
中
Ｖ
２
「
い
ふ
」
が
九
例
で
あ
り
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
同
じ
と
は
言
え
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。 

 

な
お
、
Ｖ
１
は
い
ず
れ
も
発
話
を
表
す
動
詞
で
あ
る
。
Ｖ
２
で
は
「
い
ふ
」
が
最
多
で
、「
詠
む
」
な

ど
発
話
を
表
す
動
詞
が
続
く
。「
嘆
く
」
も
そ
の
心
の
状
態
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
動
作
の

動
詞
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。 

 

V1 V2 いふ 詠む うたふ 嘆く 申す ある 

詠む 14 ９ ４    １ 

いふ ９ ８   １   

うたふ １   １    

申す １     １  
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１-

３-

３ 

「
と
て
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 

「
と
て
」
に
後
続
す
る
動
詞
は
「
す
」「
み
お
く
る
」「
さ
し
は
さ
む
」「
置
く
」「
こ
ぎ
い
づ
」「
求
む
」「
通
ふ
」「
つ
つ
め
く
」
で
あ
る
。

構
文
は
い
ず
れ
も
「(

１)

『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
で
あ
り
、
「(

２) 

Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
て
Ｖ
２
」
は
一
例
も
な
か
っ

た
。
内
容
を
「
と
て
」
で
受
け
て
も
、
前
に
Ｖ
１
が
あ
れ
ば
、
内
容
が
発
話
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｖ
１
は
発
話
を
表
す
動
詞
だ
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
『
土
左
日
記
』
で
は
「(

２) 

Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
て
Ｖ
２
」
の
用
例
は
な
く
、
「(

１)

『
発
話
思
考
内
容
』
と

て
Ｖ
２
」
で
あ
っ
た
。 

「
と
て
」
で
受
け
る
内
容
が
音
声
と
し
て
発
話
さ
れ
た
の
か
、
心
内
発
話
な
の
か
は
「(

１)

『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２

だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
く
知
ら
れ
る
文
、
例(

七)

を
見
て
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
例(

八)(

九)

も
「(

１
『
発

話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
が
、
Ｖ
２
は
「
さ
し
は
さ
む
」
「
漕
ぎ
出
づ
」
と
い
う
動
作
動
詞
で
あ
り
、
「
夜
の
間
」

と
か
「
大
湊
よ
り
奈
半
の
泊
り
を
追
は
む
」
と
か
は
、
発
話
さ
れ
た
の
か
心
内
発
話
か
は
わ
か
ら
な
い
。 

(

七) 

を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
ん
な
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。(

Ｐ
七) 

(

八)  

白
散
を
或
る
者
「
夜
の
間
」
と
て
船
屋
形
に
さ
し
は
さ
め
り
け
れ
ば
（
Ｐ
一
四
） 

(

九) 

九
日
の
つ
と
め
て
、
大
湊
よ
り
奈
半
の
泊
り
を
追
は
む
と
て
、
漕
ぎ
出
で
け
り
。(

Ｐ
二
一) 

 

前
述
し
た
よ
う
に
「
と
て
」
の
前
の
『
発
話
思
考
内
容
』
は
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
か
、
心
内
で
発
話
さ
れ
た
も
の
か
，
誰
か

に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
「
と
て
」
に
後
続
す
る
動
作
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

例(

一
〇)

で
は
、
内
容
を
発
話
し
た
後
の
動
作
は
詠
む
で
あ
り
、
詠
ん
だ
内
容
は
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
構
文
の
中

に
あ
り
、
「
と
て
」
と
「
と
」
を
使
い
分
け
て
い
る
。 
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(

一
〇)

こ
れ
を
見
て
ぞ
仲
麻
呂
の
ぬ
し
「
我
が
國
に
は
か
ゝ
る
歌
を
な
む
神
代
よ
り
神
も
よ
ん
た
び
、
今
は
上
中
下
の
人
も
か

う
や
う
に
別
れ
惜
み
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
り
、
か
な
し
み
も
あ
る
時
に
は
詠
む
」
と
て
、
よ
め
り
け
る
う
た
「
あ
を
う
な
ば
ら
ふ
り

さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
い
で
し
月
か
も
」
と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
（
Ｐ
三
五
） 

１-

３-

４ 

「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」 

 

次
に
三(

１) 

「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
つ
い
て
述
べ
る
。
Ｖ
１
に
つ
い

て
は
１-

３-

２
で
も
述
べ
た
が
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
も
「
詠
む
」
な
ど

は
連
体
形
、
終
止
形
、
名
詞
な
ど
の
か
た
ち
を
と
る
。 

 

後
に
続
く
内
容
に
当
た
る
部
分
は
和
歌
で
あ
る
場
合
、
Ｖ
１
「
詠
む
」
は
連

体
形
「
詠
め
る
」
か
、
修
飾
さ
れ
た
名
詞
、「
詠
め
る
う
た
」
に
な
る
こ
と
が
多

い
。
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
挟
む
場
合
で
も
、
Ｖ
１
が
「
い
ふ
」
は
「
い
は
く
～
い
ふ
」

な
ど
で
あ
る
が
、「
詠
む
」
の
場
合
、
和
歌
を
挟
ん
で
の
Ｖ
１
は
「
詠
め
る
」「
詠

め
る
う
た
」
と
な
る
。 

(
一
一)

女
の
童
の
よ
め
る
、
「
わ
た
つ
み
の
ち
ぶ
り
の
神
に
た
む
け
す
る
ぬ

さ
の
お
ひ
風
や
ま
ず
ふ
か
な
む
」
と
ぞ
詠
め
る
。
（
Ｐ
四
〇
） 

(

一
二)

と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
浪
の
立
つ
な
る
こ
と
ゝ
憂
へ
い
ひ
て
詠
め
る
歌
、

「
ゆ
く
さ
き
に
た
つ
白
浪
の
聲
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま
さ
ら
む
」

と
ぞ
詠
め
る
。
（
Ｐ
一
八
） 

ま
た
、「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」
と
、「
と
」
の
結
び
つ
き
も
注
意
し
て
お

 よむ  だす  うたふ  いふ  おもふ  

終 止

形  

よめり１    いふなり１  

いふ１  

 

連 体

形  

よめりける１  

よめる 10 

  いへる３   

そ の

他  

   いはく１  お も へ る や う

1 

名詞  よめるうた 13 だ せ る う た

1 

う た ふ う た

1 

い へ る う た

１  

 

名詞  うた 2 ひとつ 1     
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き
た
い
。 

(

一
三)

い
ま
こ
の
歌
を
思
い
出
で
て
、
或
る
人
の
詠
め
り
け
る
、
て
る
つ
き
の
な
が
る
る
み
れ
ば
あ
ま
の
が
は
い
づ
る
み
な
と
は
う 

み
に
ざ
り
け
る
と
や
。(

Ｐ
二
一) 

(

一
四)
こ
こ
に
む
か
し
へ
人
の
母
、
ひ
と
日
か
た
と
き
も
忘
れ
ね
ば
よ
め
る
、
す
み
の
え
に
ふ
ね
さ
し
よ
せ
よ
わ
す
れ
ぐ
さ
し
る
し

あ
り
や
と
つ
み
て
ゆ
く
べ
く
と
な
む
。(

Ｐ
五
二) 

(

一
五)

こ
の
な
か
に
、
淡
路
の
専
女
と
い
ふ
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
お
ひ
か
ぜ
の
ふ
き
ぬ
る
と
き
は
ゆ
く
ふ
ね
の
ほ
て
う
ち
て
こ
そ

う
れ
し
か
り
け
れ
と
ぞ
。(

Ｐ
四
一) 

 

係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」
は
「
と
」
と
は
結
び
つ
く
例
は
あ
る
が
、「
と
て
」
と
は
結
び
つ
く
例
が
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
Ｖ

１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
文
で
は
、「
Ｖ
１
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
」
の
例
は
な
い
が
、「
と
や
」
で
終
わ
る
場
合
が
三
例
、「
と
ぞ
」
で

終
わ
る
場
合
が
一
例
あ
る
。 

 

１-

３-

５ 

お
わ
り
に 

『
土
左
日
記
』
に
は
、
和
歌
が
五
七
首
挿
入
さ
れ
て
い
る
。「
と
」
で
受
け
る
場
合
は
『
発
話
思
考
内
容
』
は
必
須
で
あ
る
。
ま
た
、
和

歌
の
前
の
Ｖ
１
を
調
べ
て
み
る
と
「
よ
め
り
け
る
」
「
よ
め
る
」
「
い
へ
る
」
な
ど
、
連
体
形
と
連
体
修
飾
さ
れ
た
名
詞
が
置
か
れ
、
例

(

一)(

二)(

三)

の
よ
う
な
「
い
わ
く
」
「
～
や
う
」
な
ど
の
用
例
は
少
な
い
。 

渡
辺(

一
九
九
七)

に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
に
九
種
類
あ
っ
た
動
詞
の
活
用
形
が
五
種
類
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、「
き
っ
か
け
に
な

っ
た
の
は
平
安
中
期
に
始
ま
っ
て
末
期
に
盛
ん
と
な
っ
た
連
体
終
止
呼
ば
れ
る
構
文
法
の
愛
用
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
注
二
）
。
漢
文
訓
読

か
ら
受
け
継
が
れ
た
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
は
、
和
歌
を
内
容
と
し
て
述
べ
る
と
き
、
Ｖ
１
は
連
体
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形
、
或
い
は
連
体
修
飾
さ
れ
た
名
詞
が
使
用
さ
れ
、
一
文
に
二
つ
あ
っ
た
動
詞
は
切
り
離
さ
れ
、
一
文
に
動
詞
が
一
つ
だ
け
あ
る
「(

１)
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
へ
と
変
わ
る
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
場
合
の
Ｖ
１
に
つ

い
て
も
、
連
体
修
飾
さ
れ
た
名
詞
や
連
体
形
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。 

  【
注
】 

（
注
一
）
鈴
木
知
太
郎
校
注(
一
九
五
七)

『
土
左
日
記 

か
げ
ろ
ふ
日
記 

和
泉
式
部
日
記 

更
級
日
記
』
解
題
（
Ｐ
一
七
） 

（
注
二
）
渡
辺
実
（
一
九
九
七
）
『
日
本
語
史
要
説
』
（
Ｐ
九
七
） 

 
 

 

現
代
日
本
語
で
は
動
詞
の
活
用
は
四
（
五)

段
・
上
一
段
・
下
一
段
・
カ
行
変
格
・
サ
行
変
格
の
五
種
類
、
と
さ
れ
る
が
、
平
安
時

代
に
は
上
二
段
・
下
二
段
・
ナ
行
変
格
・
ラ
行
変
格
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ
も
あ
っ
て
、
都
合
九
種
類
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
活
用
の
タ
イ
プ
が
減
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
変
化
は
平
安
中
期
に
萌
し
は
じ
め
て
末
期
に
盛
ん
に
な
り
、
鎌
倉
・
室
町
の

過
渡
期
を
費
し
て
、
江
戸
初
期
に
は
ほ
ぼ
終
結
し
た
、
と
見
な
さ
れ
て
い
る
（
Ｐ
九
七
）
。
（
中
略
） 

 
 

 

こ
の
大
変
化
の
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
、
用
言
の
連
体
形
の
用
法
が
終
止
形
の
領
分
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
、
遂
に
終
止
形
を
駆
逐

し
て
し
ま
う
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
平
安
中
期
に
は
じ
ま
っ
て
末
期
に
盛
ん
と
な
っ
た
連
体
終
止

と
呼
ば
れ
る
構
文
法
の
愛
用
で
あ
っ
た
。
（
ｐ
九
八
） 

 

【
参
考
文
献
】 

鈴
木
知
太
郎
校
注(

一
九
五
七) 

『
土
左
日
記 

か
げ
ろ
ふ
日
記 

和
泉
式
部
日
記 
更
級
日
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店 
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三
谷
榮
一
訳
註(

一
九
六
〇
）
『
土
佐
日
記
』
角
川
学
芸
出
版 

今
井
卓
爾(

一
九
八
六
）
『
土
佐
日
記 

譯
注
と
評
論
』
早
稲
田
大
学
出
版
部 

川
瀨
一
馬
校
注
・
現
代
語
訳(

一
九
八
九)

『
土
佐
日
記
』
講
談
社
文
庫 

講
談
社 

長
谷
川
政
春 
今
西
裕
一
郎 

伊
藤
博 

吉
岡
曠
校
注(

一
九
八
九)

『
土
佐
日
記 

蜻
蛉
日
記 

紫
式
部
日
記 

更
級
日
記
』
新
日
本
古

典
大
系 

岩
波
書
店 

渡
辺
実
（
一
九
九
七
）
『
日
本
語
史
要
説
』
岩
波
書
店 

 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

鈴
木
知
太
郎
校
注(

一
九
七
九)

『
土
左
日
記
』
岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 
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一
―
四 

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
引
用 

  

１-

４-
１ 

は
じ
め
に 

 

『
竹
取
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
に
続
い
て
『
平
家
物
語
』
の
引
用
構
文
を
考
察
す
る
。
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
お
け
る
「
Ｖ
１
『
発
話

思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
な
ど
の
用
例
に
あ
た
り
、
『
発
話
思
考
内
容
』
と
後
続
の
動
詞
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
『
延
慶
本
平
家
物
語
』（
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
編
本
文
編
上
・
下
勉
誠
出

版
）
で
あ
る
。
引
用
符
の
つ
け
ら
れ
た
「
発
話
内
容
」
を
「
と
／
と
て
」
を
介
し
て
ど
の
よ
う
な
動
詞
が
後
続
す
る
か
、「
と
」
と
「
と
て
」

に
よ
っ
て
後
続
の
動
詞
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

ど
の
部
分
を
引
用
と
認
定
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
一
重
カ
ギ
括
弧
、
二
重
カ
ギ
括
弧
の
形
で
引
用
内
容
が
示

さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
で
は
脱
落
な
ど
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
明
ら
か
に
不
自
然
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
引
用
符
は
付

さ
れ
て
い
な
い
が
明
ら
か
に
加
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
一
重
カ
ギ
括
弧
を
一
次
引
用
、
二
重
カ
ギ
括
弧
を
二
次
引
用

と
考
え
、
一
重
カ
ギ
括
弧
を
中
心
に
テ
キ
ス
ト
の
表
記
を
目
安
と
し
つ
つ
、
筆
者
の
判
断
を
加
え
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
。 

な
お
、
上
記
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
あ
る
が
、
用
例
を
あ
げ
る
際
、
便
宜
上
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
に
し
た
。 

 

１-

４-

２ 

「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る
「
と
」 

「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る
の
は
「
と
」「
と
て
」
で
あ
る
。
「
発
話
思
考
内
容
」
だ
け
の
用
例
は
十
数
例
で
あ
り
、「
『
発
話
思
考
内
容
』
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と
／
と
て
」
と
、
動
詞
が
後
置
さ
れ
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
用
例
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
２
の
用
例
に
つ
い
て
調
べ
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
。 

「
と
」
に
続
く
動
詞
Ｖ
２ 

 

六
〇
〇
以
上 

 
  

申
す 

五
〇
〇
～
四
〇
〇  

い
ふ 

 

三
〇
〇
～
二
〇
〇  
の
た
ま
ふ 

二
〇
〇
～
一
〇
〇  

お
も
ふ 

お
ほ
す 

 

一
〇
〇
～
五
〇 

 

と
ふ 

す 
お
ぼ
し
め
す 

あ
り 

か
く 

 
 

三
〇
～
二
〇 

 

た
づ
ぬ 

の
の
し
る 

こ
た
ふ 

お
ぼ
す 

 
 

一
〇
～
五 

 
 

 

は
や
す 

い
の
る 

か
た
る 

さ
さ
や
く 

か
ん
ず 

な
づ
く 

き
こ
ゆ 

な
が
む 

よ
ろ
こ
ぶ 

そ
う
す 

み
ゆ 

く
ど
く 

お
め
く 

 

う
ら
む 

よ
ぶ 

さ
わ
ぐ 

す
す
む 

つ
ぐ
の
ふ 

い
る 

み
へ
る 

い
ま
し
む 

ち
ぎ
る 

泣
く 

四
～
一 

 
 

 

お
し
ふ 

は
か
ら
ふ 

い
さ
む 

お
そ
る 
と
く 

な
ぐ
さ
む 

な
り 

ま
つ 

招
く 

見
る 

う
た
ふ 

こ
ろ
ぶ 

ご
ら
ん
ず 

さ
け
ぶ 

し
る
す 

せ
い
す 

 

た
つ 

ち
か
ふ 

と
な
ふ 

な
が
す 

乗
す 

も
だ
ゆ 
あ
や
し
む 

あ
ん
ず 

い
さ
む 

い
は
ふ 

お
ど
ろ
く 

か
た
ぶ
く 

か
な
し
む 

く
ゎ
ん
ず 

 

 
  

し
め
す 

つ
く 

 

ふ
く
む 

 

め
す 

よ
ば
ふ 

を
し
む 
あ
さ
む 

あ
ひ
し
ら
ふ 

あ
や
ぶ
む 

い
そ
が
す 

い
た
す 

い
で
た
つ 

う
か
が
ふ 

 

 
  

う
し
な
ふ 

う
た
が
ふ 

う
つ 

う
ら
な
ふ 

お
が
む 

お
く 

お
く
る 

お
こ
た
る 

お
と
す 

か
け
ま
は
る 

か
さ
ぬ 

か
へ
す 

か
ん
が
ふ 

ぎ
す 

 

 
  

く
ち
ず
さ
む 

く
む 

け
す 

さ
だ
ま
る 

さ
づ
く 

し
か
る 

し
た
ふ 
し
る 

せ
く 

そ
ろ
ふ 

ぞ
ん
ず 

た
て
ま
つ
る 

た
ま
ふ 

た
め
ら
ふ 

ち
ん
ず 

 
 

つ
く
す 

つ
ぶ
や
く 

つ
ら
ぬ 

に
く
が
る 

し
ぬ 

は
い
す 

は
か
る 

は
げ
ま
す 

ま
う
づ 

ま
か
り
い
づ 

ま
く 

ま
ひ
ら
す 

く
ふ 

め
し
と
る 

 

も
よ
ほ
す 

わ
た
る 
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上

記
①-

一
で
は
「
す
」
と
「
あ
り
」
は
便
宜
上
一
語
に
ま
と
め
た
が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

「
～
す
」 

下
知(

１
８)

 

祈
念(

９)
 

僉
議(

７)
 

返
答(

６)
 

起
請(

４)
 

奏
聞
（
３
） 

白
状
（
２
） 

評
定
（
２
） 

遺
言
（
２
） 

後
悔
（
２
） 

発
願
（
２)

 
 

礼
拝(
２)

 

披
露(

２)
)
 

議
（
２
） 

言
上
（
１
） 

呪
詛
（
１
） 

願
文
（
１
）
沙
汰
（
１
） 

教
化
（
１
） 

約
束
（
１
） 

回
向
（
１
） 

褒
美(

１)
 

 

合
図
（
１
） 
発
露
悌
泣
（
１
） 

自
称(

１)
 

造
畢(

１)
 

支
度(

１)
 

不
審(

１)
 

矢
叫
び(

１)
 

弾
指(

１)
 

朗
詠(

１)
 

 

啓
白
（
１)

 

一
同(

１)
 

 
 

「
～
あ
り
」 あ

り
（
２
４)  

定(

４)  
状
（
１)  

尋
ね
（
５
） 

仰
せ
（
４
） 

評
定
（
３
） 

勅
諚
（
３
） 

気
色
（
３
） 

祈
念
（
２
） 

遺
言(

１)  

御
詠
（
１
） 

 

披
露
（
１
） 

得
心
（
２
） 

議
定(
２)  

卜
筮(

２)  

僉
議
（
２
） 

沙
汰(

１)  

御
覧(

１)  

生
憎(

１) 

 

用
例
の
最
多
を
占
め
る
の
は
「
申
す
」
で
あ
る
。 

（
一
）
僧
申
し
け
る
は
、
「
当
時
は
、
坂
本
の
地
主
権
現
の
大
床
の
下
に
、
時
々
庭
草
む
し
り
て
さ
う
ら
ふ
」
と
申
す(

上
二
十)

。 

「
申
す
」
が
発
話
内
容
を
受
け
る
と
き
、「
と
」
が
使
用
さ
れ
る
。
内
容
を
受
け
て
言
表
す
る
「
と
」
の
突
出
し
た
用
例
で
あ
る
。
更
に
用

例
（
一
）
の
よ
う
に
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
タ
イ
プ
で
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
二
回
「
申
す
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
も
少
な

か
ら
ず
あ
り
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
使
用
語
彙
の
う
ち
「
申
す
」
が
上
位
に
あ
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
こ
こ
で
は
発
話
内
容
を
引
用

す
る
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
に
つ
い
て
、
前
に
置
か
れ
る
動
詞
が
あ
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
示
す
。
一
文
に
二
回
「
申
す
」
が
使

用
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
用
例
五
回
以
上
あ
る
動
詞
を
内
容
と
の
関
係
か
ら
分
類

し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。 
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「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
「
Ｖ
２
」
の
分
類 

Ａ
音
声
に
よ
る
内
容
の
表
出 

申
す 

言
ふ 

の
た
ま
ふ 

お
ほ
す 

と
ふ 

た
ず
ぬ 

の
の
し
る 

こ
た
ふ 

な
の
る 

よ
む 

え
い
ず 

は
や
す 

い
の
る 

 

か
た
る 
き
こ
ゆ 

な
づ
く 

さ
さ
や
く 

告
ぐ 

く
ど
く 

お
め
く 

す
す
む 

下
知
す 

祈
念
す 

僉
議
す 

返
答
す 

Ｂ
音
声
以
外
で
の
内
容
の
表
出 

書
く 

Ｃ
心
内
発
話 

お
も
ふ 

お
ぼ
し
め
す 

お
ぼ
ゆ 

み
ゆ 

Ｄ
発
話
に
伴
う
行
為 

な
く 

射
る 

ち
ぎ
る 

い
ま
し
む 
ち
ぎ
る 

Ｅ
発
話
に
伴
う
感
情
の
表
出 

な
げ
く 

喜
ぶ 

う
ら
む 

Ｆ
文
言
や
発
話
の
存
在 

あ
り 

聞
く 

 圧
倒
的
な
用
例
が
あ
る
の
は
Ａ
音
声
に
よ
る
内
容
の
表
出
で
あ
る
。
発
話
行
為
を
、「
申
す
」
を
代
表
的
な
例
と
し
て
「
と
」
が
う
け
る
。

引
用
の
「
と
」
と
呼
ば
れ
る
「
と
」
の
主
な
機
能
で
あ
ろ
う
。「
と
」
は
直
前
の
発
話
思
考
内
容
を
受
け
、
そ
の
内
容
を
必
須
と
す
る
。
し

か
し
、
発
話
に
伴
う
行
為
を
表
す
動
詞
、
感
情
の
表
出
の
動
詞
も
見
ら
れ
る
。 
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１-

４-

３ 

「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る
「
と
て
」 

 
内
容
を
受
け
る
「
と
て
」
の
後
置
動
詞
Ｖ
２
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

「
と
」
で
は
、「
申
す
」
が
突
出
し
て
い
た
が
、「
と
て
」
で
は
、｢

泣
く｣

が
も
っ
と
も
多
く
、「
と
」
と
「
と
て
」
は
異
な
る
機
能
を
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
と
て
」
の
用
例
数
は
「
と
」
に
比
べ
る
と
少
な
い
が
、
異
な
り
語
数
は
「
と
て
」
の
ほ
う
が
多
い
。
「
と
」

が
発
話
内
容
を
表
す
動
詞
に
繋
が
る
用
例
が
圧
倒
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
と
て
」
は
動
作
を
表
す
動
詞
に
繋
が
る
。 

 

「
と
て
」
に
続
く
動
詞
Ｖ
２ 

三
〇
～
四
〇 

泣
く 

す 

二
〇
～
二
九 

い
ず 

つ
か
は
す 

な
が
す 

一
〇
～
一
九 

た
つ 

と
る 

か
け
る 

入
る 

め
す 
み
る 

か
へ
る 

み
る 

た
て
ま
つ
る
、 

五
～
九･

 
 

か
く 

切
る 

よ
ろ
こ
ぶ 

ゆ
る
す 

つ
く 

の
る 

ふ
す 

い
く 

い
る 

お
く
る 

か
へ
す 

さ
は
ぐ 

む
せ
ぶ 

を
め
き
さ
け
ぶ 

か
た
る 

 

く
だ
る 

し
り
ぞ
く 

た
づ
ぬ 

な
ぐ 

ゐ
る 

一
～
四 

 

あ
ぐ 

い
か
る 

射
る 

う
す 

う
つ 

お
と
す 

ぐ
す 

く
だ
す 

し
ぼ
る 

す
す
む 

の
ぼ
る 

わ
た
す 

わ
た
る 

あ
く 

あ
づ
け
る 

お
す 

お
つ 

こ
ゆ 

さ
だ
む 

さ
ぶ
ら
ふ 

た
て
る 

た
ぶ 

と
ど
ま
る 

涙
ぐ
む 

ぬ
く 

ま
の
ご
ふ 

ま
う
す 

ま
つ 

む
か
ふ 

も
だ
ふ 

も
つ 

わ
ら
ふ 

あ
た
ふ 

歩
む 

う
か
ぶ 

お
し
き
る 

お
し
よ
せ
る 

お
は
す 

お
ひ
か
く
る 

お
も
ふ 

か
な
し
む 

き
こ
し
め
す 

さ
し
い
だ
す 

さ
づ
く 

し
め
る 

せ
き
あ
ふ 

せ
む 

た
ま
は
る 

つ
く
る 

と
ど
む 

と
ぶ 

と
る 

な
ら
ぶ 

の
け
る 

の
ぞ
む 

の
た
ま
ふ 

の
の
し
る 

は
じ
む 

申
す 

は
せ
る 

は
な
つ 

は
ら
だ
つ 

ほ
る 

ま
ぬ
か
る 

や
く 

よ
ぶ 

あ
ぐ 

あ
る 

あ
そ
ば
す 

あ
づ
か
る 

あ
ら
ふ 

あ
わ
す 

案
ず 

い
の
る 

い
ま
し
む 

鋳
る 

う
か
が
ふ 

う
ず
む 

う
ち
と
け
る 

え
む 

え
ら
ぶ 

お
く 

お
さ
む 

も
む 

お
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そ
る 

お
ひ
は
な
つ 

お
ぼ
し
め
す 

お
ほ
せ
つ
く 

お
よ
ぶ 

お
り
あ
ふ 

か
か
る 

か
き
な
づ 

か
く
す 

か
け
る 

か
た
ぬ
ぐ 

か
た
む 

か
づ
く 

聞
き
入
る 

き
せ
る 

着
る 

く
ど
く 

く
は
は
る 

く
ひ
そ
ん
ず 

く
む 

こ
と
づ
く 

こ
ろ
す 

さ
さ
ぐ 

さ
し
あ
ぐ 

さ
し
い
る 

さ
と
つ
く 

さ
ん
ず 

叱
る 

し
づ
む 

し
た

が
う 

し
ば
る 

し
る
す 

そ
へ
る 

だ
す 

た
た
か
ふ 

た
ち
い
る 

た
ち
の
く 

 

た
む
く 

つ
か
は
す 

お
こ
な
ふ 

と
な
ふ 

と
ふ 

な
ぐ 

な
げ
く 

な
の
る 

な

る 

に
ら
ま
へ
る 

の
ぶ 

は
か
な
く
な
る 

は
げ
る 

は
や
る 

 

ふ
す
ぼ
る 

ほ
む 

ま
う
ず 

ま
か
る 

ま
ね
く 

ま
ふ 

む
す
ぶ 

や
す
ら
ふ 

よ
す 

よ
む 

よ
る 

わ
か
る 

わ
け
い
る 

を
し
ふ 

を
の
の
く 

「
～
す
」 

祈
念(

５)  

奏
聞(
３)  

造
進(2

)  

相
応(2

)  

下
向(2

)  

供
養(

１)  

談
諮(

１)  

参
内(

１)  

油
断
（
１
） 

念
仏(

１)  

真
似(

１)  

見
参(

１)  
 

圧
し
口(

１)  

上
洛(

１)  

早
筆(

１)  

宣
下(

１)  

守
護(

１)  

発
向
（
１)  

祈
請(

１)  

勘
当(

１)  

退
出(

１)  

用
心(

１)  

療
治(

１) 

 
 同

じ
動
詞
で
あ
っ
て
も
発
話
思
考
内
容
を
「
と
」
で
受
け
る
場
合
と
、
「
と
て
」
で
受
け
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
違
い
を
検
討
し
て
み
る
。 

「
書
く
」「
祈
念
す
る
」
「
祈
請
す
る
」
は
「
と
」
で
も
「
と
て
」
で
も
用
例
が
あ
る
。
「
申
す
」
は
、
数
は
「
と
」
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多

い
が
、
「
と
て
」
で
受
け
て
い
る
時
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

（
二
）
大
納
言
は
世
に
余
波
惜
し
げ
に
は
思
給
な
が
ら
、「
誠
に
さ
る
べ
し
。
と
く
と
く
帰
り
上
れ
。
但
汝
が
今
こ
む
度
を
待
付
く
べ

き
心
地
も
せ
ぬ
ぞ
。
い
か
に
も
な
り
ぬ
と
聞
か
ば
、
後
の
世
を
こ
そ
訪
ら
は
め
」
と
て
、
返
事
細
か
に
書
給
ひ
て
、
御
ぐ
し
の

有
け
る
を
引
き
つ
つ
み
て
、「
且
つ
う
は
こ
れ
を
形
見
と
も
御
覧
ぜ
よ
。
な
が
ら
へ
て
し
も
、
よ
も
聞
き
は
て
ら
れ
奉
ら
じ
。
こ

む
世
を
こ
そ
は
」
と
、
心
細
く
書
付
給
て
、
信
俊
に
給
て
け
り
。
（
上
一
六
九
） 

（
三
）
天
に
仰
ぎ
誓
け
る
は
、「
願
わ
く
は
上
は
梵
天
帝
釈
四
大
天
王
、
下
は
閻
羅
王
界
堅
牢
地
神
、
別
し
て
は
日
本
第
一
大
霊
験
熊

野
誠
証
一
所
両
所
権
現
、
一
万
十
万
金
剛
童
子
、
日
吉
山
王
厳
島
大
明
神
、
哀
み
を
垂
れ
思
食
し
て
、
我
が
書
き
捨
つ
る
言
の
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葉
、
必
ず
日
本
の
地
へ
付
け
さ
せ
給
へ
」
と
祈
念
し
て
、
（
上
一
九
三
） 

（
四
）
少
将
取
り
て
見
て
、「
あ
ら
不
思
議
や
。
今
は
権
現
の
御
利
生
に
預
て
、
都
へ
帰
ら
む
事
は
一
定
な
り
」
と
て
、
い
よ
い
よ
祈

念
せ
ら
れ
け
る
に
、(

上
一
九
二)  

（
五
）
さ
て
、
時
忠
の
卿
、
院
の
御
所
へ
被
参
た
り
け
れ
ば
、「
さ
て
も
衆
徒
の
所
行
は
何
に
」
と
、
不
取
敢
御
尋
ね
あ
り
け
り
。
時

忠
、「
大
方
兎
も
角
も
申
す
に
不
及
候
。
只
山
王
大
師
の
助
け
さ
せ
給
た
る
と
ば
か
り
存
じ
て
、
匍
々
逃
げ
下
り
て
候
。
忩
可
有
御

裁
報
候
」
と
被
奏
聞
け
れ
ば
、
こ
の
上
は
法
皇
力
及
ば
せ
給
は
ず
し
て
（
上
一
〇
二
） 

（
六
）
宮
仕
「
か
か
る
不
思
議
な
し
」
と
て
、
別
当
清
浄
、
事
の
由
公
家
に
奏
聞
し
た
り
け
れ
ば
、
神
祇
官
に
て
御
占
あ
り
。（
上
六

四
） 

「
か
く
」
は
「
と
」
の
後
続
の
動
詞
と
し
て
は
五
八
例
あ
り
、
「
と
て
」
の
後
続
の
動
詞
と
し
て
は
一
〇
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
「
掻

く
」
「
構
く
」
「
舁
く
」
を
除
く
「
書
く
」
は
七
例
で
あ
る
。
ま
た
、
「
祈
念
す
る
」
も
「
と
」
の
場
合
は
九
例
、
「
と
て
」
の
場
合
は
五
例

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
書
く
」
「
祈
念
す
」
「
奏
聞
す
」
は
（
二
）
（
三
）
（
四
）
（
五
）
（
六
）
の
用
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
と
」
は

発
話
内
容
を
受
け
、
「
と
て
」
は
発
話
に
付
随
す
る
行
為
を
受
け
る
と
い
う
機
能
を
持
つ
と
言
え
る
。 

つ
ま
り
、
「
と
」
で
受
け
た
場
合
の
「
書
く
」
は
そ
の
「
内
容
」
そ
の
も
の
が
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
「
と
て
」
の
場
合
は
「
内
容
」
が

発
話
さ
れ
た
後
か
そ
の
時
か
に
、
別
の
こ
と
が
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
例
（
三
）
の
「
祈
念
す
」
も
「
と
」
の
場
合
は
そ
の
「
内
容
」
そ

の
も
の
を
祈
っ
た
の
で
あ
り
、
例
（
四
）
の
「
と
て
」
の
場
合
は
「
内
容
」
と
な
る
心
情
を
述
べ
た
後
に
、
祈
る
と
い
う
行
為
を
行
な
っ

た
と
解
さ
れ
る
。
例
（
五
）
（
六
）
の
「
奏
聞
す
」
に
お
い
て
も
同
様
の
解
釈
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。 

 

「
申
す
」
も
「
と
て
」
の
後
置
動
詞
の
と
き
は
、
例
（
七
）
の
よ
う
に
発
話
思
考
内
容
で
は
な
く
発
話
後
の
行
為
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
他
念
な
く
念
仏
に
て
候
べ
し
」
と
言
っ
て
、
「
念
仏
を
申
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
申
す
」
は
発
話
を
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表
す
動
詞
で
は
な
く
、「
念
仏
を
申
す
」
と
い
う
動
作
を
表
す
。「
虫
く
ふ
」
の
よ
う
に
内
容
の
表
出
と
は
無
関
係
に
見
え
る
動
詞
「
く
ふ
」

で
も
、
用
例
（
八
）
の
よ
う
に
「
帰
雁
二
つ
」
と
い
う
内
容
を
表
し
た
場
合
は
、
「
と
」
が
後
置
さ
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。 

（
七
）
大
臣
殿
い
と
ど
心
細
く
思
給
わ
ん
ず
る
事
の
い
た
わ
し
さ
に
、
も
の
は
宣
は
ず
、
只
「
他
念
な
く
念
仏
に
て
候
べ
し
」
と
て
、

我
身
も
無
暇
念
仏
を
ぞ
被
申
け
る
。
（
下
四
四
一
） 

（
八
）
な
ら
の
葉
の
二
つ
、
康
頼
入
道
が
膝
に
散
り
か
か
り
た
り
け
る
が
、
虫
の
食
ひ
た
る
姿
に
て
、
あ
や
し
か
り
け
れ
ば
、
入
道
是

を
と
り
て
打
ち
返
し
打
ち
返
し
よ
く
よ
く
見
る
に
、
文
字
の
す
が
た
に
ぞ
見
な
ひ
た
る
。
一
つ
に
は
「
帰
雁
二
つ
」
と
虫
食
ひ
た

り
。
（
上
一
九
一
） 

「
と
て
」
が
う
け
る
動
作
と
は
、
発
話
後
か
発
話
内
か
の
動
作
で
あ
る
。
用
例
（
九
）(

一
〇)

は
「
と
て
」
が
発
話
内
容
を
受
け
発
話

後
の
動
作
に
つ
な
ぐ
例
で
あ
る
。 

（
九
）「
音
に
も
聞
、
目
に
も
見
給
へ
。
武
蔵
の
国
の
秩
父
の
余
流
、
畠
山
の
庄
司
重
能
が
次
男
、
庄
司
次
郎
重
忠
、
童
名
氏
王
丸
、
生

年
十
七
才
。
戦
に
合
う
事
今
日
ぞ
初
め
。
我
と
思
わ
む
人
々
は
出
で
給
へ
」
と
て
懸
出
た
り
。
（
上
五
一
二
） 

（
一
〇
）「
土
肥
が
見
る
に
、
此
の
人
を
助
け
た
ら
ば
、
熊
谷
手
取
り
に
し
た
る
敵
を
ゆ
る
し
て
け
り
と
、
兵
衛
佐
殿
に
漏
聞
れ
奉
ら
む

事
、
口
惜
し
か
る
べ
し
」
と
思
け
れ
ば
、「
君
を
只
今
助
進
て
候
と
も
、
終
に
の
が
れ
給
べ
か
ら
ず
。
御
孝
養
は
直
実
よ
く
仕
候
べ

し
」
と
て
、
目
を
塞
て
頸
を
か
き
て
け
り
。
（
下
二
六
六
） 

（
一
一
）
若
君
姫
君
も
、
「
父
御
前
の
御
ぐ
し
は
」
と
て
、
面
々
に
取
渡
し
て
泣
給
ふ
も
無
慚
也
（
上
一
七
〇
） 

（
一
二
）
二
人
の
女
房
、
若
君
を
中
に
す
へ
奉
て
、
明
け
て
も
晩
て
も
「
終
に
何
に
成
ら
ん
ず
ら
む
」
と
泣
き
悲
し
み
あ
え
り
。（
下
四

三
一
） 

「
と
て
」
の
場
合
発
話
後
の
動
作
、
と
い
う
の
は
例
（
九
）
（
一
〇
）
の
例
で
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
泣
く
」
は
「
と
」
で
も
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「
と
て
」
で
も
用
例
が
あ
る
。
「
発
話
思
考
内
容
」
」
と
「
泣
く
」
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
と
」
と
「
と
て
」
は

使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
（
一
一
）
で
は
「
父
御
前
の
御
ぐ
し
は
」
と
言
っ
て
そ
の
遺
髪
を
渡
し
て
、
泣
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
例
（
一
二
）
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
例
（
一
二
）
で
は
「
し
ま
い
に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
」
と
不
安
な
気
持
を
明
け
て
も
く
れ
て

も
口
に
し
つ
つ
泣
き
悲
し
み
あ
っ
た
、
と
解
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
例
（
一
一
）
の
よ
う
に
発
話
後
に
行
な
わ
れ
た
動
作
で

あ
っ
て
も
一
回
だ
け
の
発
話
と
は
考
え
に
く
い
し
、
例
（
一
二
）
で
も
発
話
後
に
泣
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
、
こ
の
二
つ
の
使

い
分
け
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。「
泣
く
」
と
い
う
動
詞
は
泣
き
な
が
ら
発
話
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
発
話
の
動
詞
な
の
か
動
作
の
動

詞
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
面
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

「
と
」
は
発
話
内
容
を
受
け
、「
と
て
」
は
発
話
に
付
随
す
る
行
為
を
受
け
る
と
い
う
機
能
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
区
別
は
グ
レ
イ
ゾ
ー

ン
と
も
言
う
べ
き
曖
昧
な
動
詞
が
あ
り
、
は
っ
き
り
分
類
し
が
た
い
面
も
あ
る
。 

 

１-

４-

４ 

二
つ
の
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
引
用
構
文 

「
と
て
」
は
、
意
味
の
上
か
ら
考
え
て
、「
と
い
っ
て
」
な
ど
と
い
う
語
の
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
矛
盾
が
な
い
と
説
明
す
る
（
『
日

本
文
法
大
辞
典
』
」
）
考
え
方
が
あ
る
が
、
「
と
」
ま
た
は
「
と
て
」
と
後
続
の
動
詞
だ
け
で
考
察
す
る
の
は
十
分
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
引
用
を
二
つ
の
動
詞
で
は
さ
む
引
用
形
式
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

(

一
三)

平
大
納
言
時
忠
の
卿
被
申
け
る
は
、「
此
の
一
門
に
非
ざ
る
も
の
は
、
男
も
女
も
法
師
も
尼
も
人
非
人
た
る
べ
し
」
と
ぞ
被
申

さ
れ
け
る
。
（
上
三
一
） 

 

(

一
四)

母
に
向
か
ひ
て
申
し
け
る
は
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
よ
く
参
ら
じ
と
申
し
つ
る
を
。
母
の
仰
の
重
く
し
て
参
り
た
れ
ば
、
う
き
目

み
る
事
の
悲
し
さ
よ
」
と
て
、
な
き
ゐ
た
り
。(

上
四
三) 



60 

「
申
す
」
「
の
た
ま
ふ
」
な
ど
の
言
表
を
表
す
動
詞
が
前
置
さ
れ
、
次
に
内
容
を
表
す
引
用
節
が
あ
り
、
「
と
」
「
と
て
」
が
後
続
動
詞

に
つ
な
ぐ
ス
タ
イ
ル
、
す
な
わ
ち
、
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
は
多
数
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
『
延
慶
本

平
家
物
語
』
で
は
Ｖ
１
と
、
後
置
動
詞
Ｖ
２
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
述
べ
る
。 

こ
の
形
式
で
は
、
Ｖ
１
は
、
言
表
、
思
考
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
り
、

「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
の
よ
う
に
境
界
線
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
Ｖ
１
が
あ
る
場
合
は
、

後
置
さ
れ
る
動
詞
に
関
わ
ら
ず
『
発
話
思
考
内
容
』
が
発
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
お
け
る
Ｖ
１ 

申
す
、
の
た
ま
ふ
、
い
ふ
、
お
も
ふ
、
お
ほ
す
、
な
の
る
、
こ
た
ふ
、
お
ぼ
し
め
す
、
詮
議
す
、
と
ふ
、
の
の
し
る
、
か
た
る
、
と
な
ふ
、
ち
か
ふ
、
さ
さ
や
く
、 

げ
ち
す
、
よ
ば
ふ
、
案
ず
、
啓
白
す 

 

Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
、
例
（
一
三
）
の
よ
う
に
同
じ
場
合
も
あ
る
が
、
違
う
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
Ｖ
１
で
も
、
「
と
」
と
「
と
て
」

で
は
違
う
Ｖ
２
が
後
置
さ
れ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
動
詞
が
使
わ
れ
、
ま
た
二
つ
の
動
詞
は
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
次
に
表

に
ま
と
め
る
。 
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 「Ｖ１『発話思考内容』と／とてＶ２」のＶ１とＶ２の関係  

動詞 V1 動詞 V2 

と  とて  

申す  申す  いふ  のたまふ  おほす  はやす   

せいす  くどく  ののしる  おもふ  そうす  

下知す  打つ  問う  返答す  語る   

合図す  評定す  恨む  言上す  喜ぶ   

悶ゆ  思し召す  奏聞す  聞ゆ  

 

念誦す  かへす  おく  行く  申さず  泣く  

行ふ  畏まる  出だす  流す  あわす  申しつ

づく  出で立つ  つく  つむ  作る   

駆け出す  死ぬ  とどむ  攻寄せる  具す  落

つ  のぼる  絞る  笑ふ  渡る  射る   

たつ  のぞむ  渡す  いづ  騒ぐ  落とす  下

す  かける  攻める  取らす  ゆく  

のたまふ  のたまふ  いふ  まうす  とふ  うらむ   

いましむ  かたる  くどく  ゆいごんす   

ほつがんす  ある  よろこぶ  うらむ   

ふくむ  なげく  

かへす  むせぶ  かへる  たまはる  掲ぐ  う

せる  帰る  くださる  たつ  つかはす  なく  

みる  へいへいとす  ならぶ   

せきあぐ  涙ぐむ  おしよす  もだす   

つく  ながす  みす  なのらず  

い ふ （「 い は

く」も含む）  

いふ  まうす  書く  読む  きせいす   

し め す  そ う す  こ た ふ  あ り  た めら ふ  

うたふ  のたまふ  はげます  とふ  いたす  

つきくだく  おり  いる  げちす  

おもふ  おもふ  おぼす  こころう  のたまふ  あける  念仏す  参る  ひしめく  

おほす  おほす  のたまふ  おんたづねあり  嘆く   せんげす  たまはる  うかぶ  なし  

なのる  ののしる  かける  

こたふ  まうす  いふ  おはす  

かたる  ほむ  なく  

おぼしめす  おぼしめす  祈念あり  （御髪も）召さず  

詮議す  詮議す  申す   
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こ
の
中
で
一
九
一
例
を
数
え
た
の
は
、〈
Ｖ
１
「
申
す
」
『
発
話
思
考
内
容
』
「
と
」

Ｖ
２
「
申
す
」
〉
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
二
つ
の
動
詞
が
「
発
話
思
考
内
容
」
を
は

さ
む
形
式
の
う
ち
で
、
一
番
多
く
見
ら
れ
た
動
詞
が
「
申
す
」
で
あ
る
。
前
に
も
述

べ
た
が
、『
平
家
物
語
』
の
中
で
「
申
す
」
の
使
用
例
が
多
い
の
は
、
一
文
の
中
に
二

度
使
用
さ
れ
る
例
が
多
い
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他
に
も
「
の
た
ま

ふ
」「
い
ふ
」「
お
も
ふ
」「
お
ほ
す
」「
お
ぼ
し
め
す
」「
詮
議
す
」「
と
ふ
」「
ち
か
ふ
」

「
啓
白
す
」
が
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
同
じ
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
表
で
も
明
ら
か
な
よ

う
に
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
を
繋
ぐ
の
は
「
と
」
で
あ
り
、
「
と
て
」
で
は

な
い
。
し
か
し
例
（
一
五
）
の
用
例
は
Ｖ
１
も
Ｖ
２
も
「
申
す
」
で
は
あ
る
が
、
Ｖ

２
は
「
と
て
」
で
あ
る
。 

例
（
一
五
）
の
場
合
、
言
表
内
容
を
示
す
の
は
Ｖ
１
で
あ
り
、
Ｖ
２
は
「
申
す
」

と
い
う
行
為
を
否
定
す
る
動
作
で
あ
る
。
祇
王
が
「
発
話
思
考
内
容
」
を
述
べ
て
、

「
返
事
を
申
さ
ず
」
と
い
う
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
と
て
」
の
使

用
例
か
ら
の
考
察
を
は
ず
れ
て
は
い
な
い
。 

従
っ
て
、「
発
話
思
考
内
容
」
の
言
表
を
表
す
動
詞
は
「
と
」
で
繋
が
れ
る
こ
と
か

ら
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
「
と
」
し
か
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。 

  

とふ  とふ  のたまふ  まうす   

ののしる  いふ   

となふ  申す   

ちかふ  ちかふ   

ささやく  いふ   

げちす  いふ   

よばふ  いふ   

案ず  おぼゆ   

啓白す  啓白す   
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(
一
五)

義
王
是
を
聞
き
て
、
ま
た
母
に
申
し
け
る
は
、
「
有
り
し
時
よ
く
思
い
と
り
て
候
し
も
の
を
、
許
し
給
は
ず
し
て
、
今
加
様
の

事
を
聞
か
せ
給
ふ
こ
と
の
悲
し
さ
よ
。
た
と
ひ
参
ぜ
ざ
ら
む
咎
に
、
都
の
外
へ
移
さ
る
る
か
、
ま
た
命
を
召
さ
る
る
か
、
是
の
二

つ
に
は
よ
も
過
ぎ
じ
。
中
な
か
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
。
恨
あ
る
ま
じ
」
と
て
、
御
返
事
も
申
さ
ず
。
（
上
四
二
） 

Ｖ
１
と
Ｖ
２
と
発
話
内
容
の
関
係
を
中
心
に
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
引
用
構
文
を
ま
と
め
る
。 

①
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と 

発
話
内
容
の
前
に
Ｖ
１
が
あ
る
が
、「
と
」
の
後
に
は
Ｖ
２
が
な
い
。「
と
」
の
後
に
動
詞
は
な
い
が
、「
云
々
」
と
あ
る
の
が
九
例
あ
っ

た
。
「
曰
く
『
発
話
思
考
内
容
』
と
」
、
「
と
」
が
引
用
内
容
の
後
に
加
わ
る
例
が
見
ら
れ
る
。 

(

一
六
）
こ
こ
に
臣
下
歎
き
て
云
く
、
「
先
帝
の
高
宗
余
を
経
営
し
給
へ
る
事
、
其
の
功
績
、
古
今
類
無
し
と
可
謂
。
天
子
無
き
に
し

も
非
ず
。
願
く
は
位
を
太
子
に
授
け
給
て
、
高
宗
の
功
業
を
長
か
ら
し
め
給
へ
」
と
。
（
上
四
八
） 

②
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
同
じ
動
詞
で
あ
る
。
表
③
の
よ
う
に
、「
申
す
」
、「
の
た
ま
ふ
」
、「
い
ふ
」
、「
お
も
ふ
」
、「
お
ほ
す
」
、「
お
ぼ
し
め
す
」
、

「
詮
議
す
」
、
「
と
ふ
」
、
「
ち
か
ふ
」
、
「
啓
白
す
」
に
用
例
が
あ
る
。
Ｖ
２
は
「
と
て
」
に
後
続
し
な
い
。 

③
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 

Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
違
う
動
詞
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
Ｖ
１
は
発
話
を
表
す
動
詞
、「
と
」
を
受
け
る
Ｖ
２
も
主
に
発
話
動
詞
で
あ
る

か
ら
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
異
な
っ
て
も
「
発
話
思
考
内
容
」
を
表
す
動
詞
を
重
ね
て
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

④
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

「
と
て
」
に
後
続
す
る
Ｖ
２
は
動
作
動
詞
で
あ
り
、
「
と
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
発
話
思
考
の
動
詞
Ｖ
１
の
後
に
「
発
話
思
考
内
容
」
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が
あ
り
、「
と
て
」
の
後
に
発
話
の
後
の
動
作
を
表
す
Ｖ
２
が
あ
る
。
発
話
思
考
の
動
詞
が
Ｖ
１
、
内
容
の
あ
と
に
動
作
動
詞
Ｖ
２
で
あ

る
か
ら
、
②
や
③
の
よ
う
に
同
じ
動
詞
、
同
じ
動
作
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。 

（
一
七
）
伊
賀
平
内
左
衛
門
家
長
が
申
し
け
る
は｢

世
は
不
思
議
の
事
哉
。
金
商
人
が
所
従
の
、
源
氏
の
大
将
軍
し
て
、
君
に
向
奉
引
、

矢
を
放
つ
事
よ
。
御
運
の
尽
さ
せ
給
と
云
い
な
が
ら
、
心
憂
く
安
か
ら
ぬ
事
哉｣

と
て
、
は
ら
は
ら
と
ぞ
泣
く
（
下
三
九
七
） 

 

家
長
が
発
話
行
為
の
後
に
、
泣
く
動
作
に
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｖ
１
の
な
い
引
用
文
も
多
数
見
ら
れ
る
が
、
「
と
て
」
を
「
と
言

っ
て
」
の
省
略
と
み
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
Ｖ
１
の
省
略
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

⑤ 

「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 

Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
「
発
話
思
考
内
容
」
を
挟
む
場
合
よ
り
、
一
つ
の
動
詞
Ｖ
２
が
後
置
さ
れ
る
場
合
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。
②
の

Ｖ
１
が
な
い
文
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
同
じ
動
詞
が
一
つ
の
文
に
あ
る
こ
と
は
冗
長
に
な
る
感
は
免
れ
ず
、
合
理
的
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
引
用
内
容
を
挟
む
文
で
は
引
用
内
容
が
長
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
引
用
内
容
の
前
の
Ｖ
１
が
切
り
離
さ

れ
、
二
つ
の
文
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。 

(

一
八
）
岸
の
上
の
松
の
木
に
上
て
、
一
期
の
大
音
声
、
今
日
を
限
り
と
ぞ
呼
わ
り
た
り
け
る
。
「
一
切
衆
生
法
界
円
輪
、
皆
是
命

為
第
一
実
と
て
、
生
あ
る
者
は
皆
命
を
惜
し
む
習
ひ
な
れ
ど
も
、
奉
公
忠
勤
を
致
す
輩
は
、
更
以
っ
て
身
命
を
惜
事
有
る
べ

か
ら
ず
。
況
や
合
戦
の
庭
に
敵
を
目
に
か
け
な
が
ら
、
く
つ
ば
み
を
押
へ
て
馬
に
鞭
う
た
ざ
る
条
、
大
臆
病
の
致
す
所
な
り
。

平
家
の
大
将
軍
心
お
と
り
し
た
り
や
心
お
と
り
し
た
り
や
。
源
家
の
一
門
な
ら
ま
し
か
ば
、
今
は
、
こ
の
河
を
わ
た
し
て
ま

し
。
平
家
は
徒
に
栄
花
を
一
天
に
開
て
、
臆
病
を
宇
治
河
の
畔
に
現
す
。
禁
物
好
食
自
在
に
し
て
、
四
百
四
病
は
無
け
れ
ど

も
、
一
人
当
千
の
兵
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
、
臆
病
計
り
は
身
に
あ
ま
り
た
り
け
り
。
や
や
、
平
家
の
公
達
、
聞
き
た
ま
へ
。
此
れ

に
は
源
三
位
入
道
殿
、
矢
筈
を
取
て
待
ち
給
ふ
ぞ
。
源
平
両
家
の
中
に
撰
ば
れ
て
、
鵺
射
給
い
た
り
し
大
将
軍
ぞ
や
。
臆
す
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る
所
尤
も
道
理
な
り
。
所
以
に
一
来
法
師
太
刀
を
ふ
れ
ば
、
二
万
余
騎
こ
そ
引
か
へ
た
れ
。
尾
籠
な
り
。
見
苦
し
見
苦
し
。

思
ひ
切
り
て
は
ふ
は
ふ
も
渡
す
べ
し
」
と
ぞ
呼
ば
わ
り
た
る
。
（
上
三
七
八
） 

⑥ 
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
、
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

(

一
九
）「
軍
し
て
も
今
は
な
に
に
か
は
せ
む
」
と
て
、「
日
本
第
一
の
甲
の
者
の
、
主
の
御
共
に
自
害
す
る
。
八
ヶ
国
の
殿
原
見
習

い
た
ま
え
」
と
て
、
高
き
所
に
打
ち
あ
が
り
、
太
刀
を
抜
き
て
、
切
っ
先
を
口
に
く
わ
へ
て
、
馬
よ
り
逆
に
落
て
、
貫
か
れ

て
ぞ
死
に
け
る
。
（
下
二
二
〇
） 

 
 

「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
」
と
言
い
切
り
に
な
る
用
例
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
用
例
（
一
九
）
の
よ
う
に
「
と
て
」
の
後
に
動

詞
が
後
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
次
の
「
発
話
思
考
内
容
」
へ
と
つ
な
が
り
中
止
と
も
い
え
る
か
た
ち
で
続
き
、
最
後
に
動
作
の
動
詞
が
後

置
さ
れ
る
例
は
数
例
あ
っ
た
。
用
例
（
一
九
）
は
音
声
を
伴
う
行
動
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
、
臨
場
感
を
も
た
ら
す
効
果
を
あ
げ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

１-

４-

５ 

お
わ
り
に 

 

 

以
上
「
と
」「
と
て
」
の
違
い
を
述
べ
て
き
た
。「
と
」
と
「
と
て
」
の
後
置
動
詞
に
は
違
い
が
あ
る
こ
と
、
「
と
」
は
主
と
し
て
発
話
・

思
考
が
後
置
さ
れ
、
「
と
て
」
は
発
話
後
の
動
作
を
表
す
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。 

 

ま
た
、
「
発
話
思
考
内
容
」
に
前
置
さ
れ
る
動
詞
が
あ
り
、
後
置
さ
れ
る
動
詞
と
挟
み
込
む
か
た
ち
の
引
用
構
文
が
多
数
あ
り
、
「
と
」

と
「
と
て
」
の
機
能
の
違
い
に
よ
り
発
話
お
よ
び
発
話
に
伴
う
行
動
が
語
ら
れ
る
形
式
も
見
て
き
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
と
」
と
「
と

て
」
は
基
本
的
に
は
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
「
申
す
」
が
Ｖ
２
の
場
合
、
特
別
な
場
合
を
除
い
て
「
と
て
」
が
使
わ
れ
る
例

は
な
い
と
い
っ
て
も
良
い
。
「
と
」
で
受
け
る
場
合
は
「
発
話
思
考
内
容
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
「
と
て
」
で
受
け
る
場
合
は
発



66 

話
後
ま
た
は
発
話
内
の
行
動
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
も
問
題
は
残
る
。
や
は
り
、「
泣
く
」
は
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
の
用
例
で
最
多
で
あ
る
の
に
、
次
の
よ
う
な

用
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

(

二
〇)
さ
て
少
将
亡
屋
へ
立
ち
入
り
て
見
給
へ
ば
、「
こ
こ
は
妻
戸
な
り
し
か
ば
、
と
こ
そ
出
で
給
い
し
か
。
彼
こ
は
遣
り
戸
な
り
し

か
ば
、
か
う
こ
そ
入
り
た
ま
ひ
し
か
」
と
、
終
日
に
泣
き
く
ら
し
て
、
寝
殿
の
軒
近
く
、
大
納
言
の
秘
蔵
し
て
、
手
づ
か
ら
植
え

ら
れ
た
り
梅
の
本
に
立
ち
依
り
て
、
古
詩
を
思
い
出
で
て
ぞ
詠
じ
給
け
る
。(

上
二
六
五)

 

こ
の
「
引
用
内
容
」
と
「
泣
き
く
ら
す
」
の
関
係
は
単
純
で
は
な
い
。
ま
ず
、
言
っ
た
の
か
、
思
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
度

だ
け
で
は
な
く
、
何
度
も
長
時
間
に
わ
た
っ
て
、
発
話
行
為
と
泣
く
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。「
泣
く
」
と
い
う
動

詞
が
「
引
用
内
容
」
と
つ
な
が
る
と
き
は
前
述
の
よ
う
に
「
と
て
」
が
使
用
さ
れ
る
例
が
多
く
見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
と
」
が
使
わ

れ
て
い
る
。 

前
述
の
よ
う
に
「
と
」
と
「
と
て
」
の
間
に
は
は
っ
き
り
機
能
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

「
申
す
」
の
例
は
「
と
て
」
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
が
、「
泣
く
」
は
、「
と
」
と
も
「
と
て
」
と
も
用
例
が
あ
る
。
「
泣
く
」
は
動
作
で

な
の
だ
ろ
う
が
、
発
話
内
容
を
泣
き
な
が
ら
言
う
場
合
に
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
言
う
こ
と
と
泣
く
こ
と
で
は
、
は
っ
き
り
線

が
引
け
な
い
場
合
も
あ
る
に
違
い
な
い
と
、
再
び
思
う
し
か
な
い
。 

「
泣
く
」「
喜
ぶ
」
の
よ
う
に
音
声
を
伴
う
感
情
表
出
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
引
用
文
の
前
に
「
申
す
」
な
ど
の
動
詞
が
あ
っ
て
、
後

置
動
詞
「
喜
ぶ
」
な
ど
の
行
為
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
っ
た
文
の
構
成
が
あ
っ
た
の
に
、
次
第
に
簡
略
化
さ
れ
Ｖ
１
が
無
く
な
る
方
向
に
い

く
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
「
と
て
」
は
、『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
は
、
数
か
ら
す
る
と
「
と
」
よ
り
少
な
い
。
引
用
構
文
が
簡
略

化
さ
れ
、
ま
た
「
と
」
と
「
と
て
」
の
区
別
が
次
第
に
曖
昧
に
な
り
、「
と
て
」
は
「
と
」
に
吸
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
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い
て
は
、
な
お
観
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

北
原
保
雄 
小
川
栄
一
編
（
一
九
九
〇
）
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
本
文
編
上
下 

勉
誠
出
版 
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一
―
五 

「
と
て
」
の
消
滅 

  
１-
５-

１ 

は
じ
め
に 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
日
本
語
の
引
用
の
ス
タ
イ
ル
に
特
徴
的
な
こ
と
が
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
発
話
思
考
内
容
を
二
つ
の
動
詞
で
挟
む

ス
タ
イ
ル
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
二
つ
は
発
話
思
考
内
容
を
動
詞
に
つ
な
ぐ
助
詞
は
、『
古
事
記
』
、『
万
葉
集
』
で
は
「
と
」
だ
け
で
あ

っ
た
の
が
、
『
竹
取
物
語
』
で
は
「
と
て
」
が
見
ら
れ
、
以
後
「
と
」
と
「
と
て
」
は
並
行
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
後
期
か
ら
は
、
発
話
思
考
内
容
を
二
つ
の
動
詞
で
挟
む
タ
イ
プ
は
、
小
説
類
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
た
。
同
時
に
「
と
て
」
も

使
用
例
が
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
例
に
止
ま
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
消
滅
に
向
か
う
。 

「
と
て
」
に
関
し
て
、
山
田(

一
九
五
四)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。(

注
一)

 

 
 

 

「
と
」
よ
り
直
に
「
て
」
に
つ
ゞ
け
て
「
と
て
」
と
い
へ
る
こ
と
當
時
の
文
獻
に
見
え
ず
。
唯
一
鎮
火
祭
祝
詞
に
見
ゆ
る
の
み
。 

 
 

 

此
七
日
爾
波
不
足
氐
隱
坐
事
奇
止
氐
見
所
行
須
時 

こ
れ
を
以
っ
て
見
れ
ば
、
或
は
こ
の
祝
詞
は
後
世
の
製
作
か
、
若
し
く
は
改
刪
を
經
し
も
の
な
る
か
も
知
れ
ず
。 

こ
れ
を
受
け
て
、
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
で
は
「
と
て
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

平
安
時
代
以
降
多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
奈
良
時
代
に
は
「
祝
詞
」
に
用
い
ら
れ
た
次
の
一
例
が
確
認
で
き
る

だ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
奈
良
時
代
の
用
例
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
疑
問
視
す
る
考
え
（
山
田
孝
雄
）
も
あ
る
。

(

注
二
）
。 

 

「
と
て
」
が
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
で
確
と
し
た
答
え
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。
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前
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
『
万
葉
集
』
、『
古
事
記
』
に
は
な
く
、
『
竹
取
物
語
』
『
土
左
日
記
』
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
な
ど
に
は
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
時
代
後
期
あ
た
り
か
ら
現
れ
な
く
な
り
、
現
代
で
は
、
樋
口
一
葉
な
ど
特
別
な
例
を
除
け
ば
、
発
話
思
考
内
容

に
後
置
さ
れ
る
「
と
て
」
は
、
こ
と
わ
ざ
な
ど
に
名
残
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
ま
た
二
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
を
挟
む
形
式
は
、

現
代
語
か
ら
姿
を
消
し
た
。 

こ
こ
で
は
二
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
を
挟
む
形
式
と
発
話
思
考
内
容
を
受
け
る
助
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
「
と
て
」
の
消
滅
の

過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。 

 

１-

５-

２ 

引
用
の
ス
タ
イ
ル 

「
と
て
」
は
な
ぜ
必
要
だ
っ
た
の
か
。「
と
て
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
『
竹
取
物
語
』
『
土
左
日
記
』
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
、「
と
」
の
用
例
よ
り
少
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
「
と
て
」
は
「
と
」
と
異
な
り
、
発
話
を
表
す
動
詞
は
後
置
さ

れ
な
い
。
『
古
事
記
』
で
は
発
話
・
思
考
内
容
に
前
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
１
と
後
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
２
は
、
い
ず
れ
も
「
の
ら
す
」「
ま
を
す
」

「
い
ふ
」
な
ど
発
話
を
表
わ
す
動
詞
で
あ
り
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
同
じ
動
詞
で
あ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
は
『
万
葉
集
』

の
短
歌
の
場
合
に
は
Ｖ
１
が
な
く
、
Ｖ
２
だ
け
の
場
合
が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
り
、
Ｖ
２
は
発
話
思
考
を
表
す
動
詞
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

『
竹
取
物
語
』
な
ど
で
は
、
Ｖ
１
は
発
話
を
表
す
が
、
Ｖ
２
で
は
発
話
を
表
す
動
詞
以
外
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
Ｖ
１
が
発
話

を
表
わ
す
動
詞
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
発
話
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
し
、
Ｖ
２
で
発
話
の
後
に
次
に
何
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
を

述
べ
る
こ
と
は
自
然
の
流
れ
と
な
ろ
う
。
Ｖ
２
は
引
用
文
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
で
あ
る
が
、
言
表
を
表
わ
す
動
詞
以
外
を
用
い
る
と
き
に

「
と
て
」
を
使
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
例
で
見
た
よ
う
に
、
Ｖ
１
Ｖ
２
が
引
用
文
を
挟

む
と
し
て
も
「
と
て
」
の
場
合
は
二
つ
の
動
詞
は
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
、
言
表
を
表
わ
す
動
詞
で
は
な
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い
。
「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
『
土
左
日
記
』
で
み
た
よ
う
に
、
Ｖ
１
が
連
体
形
ま
た
は
連
体
修
飾
名
詞
止
め
と
な
る
例
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
連
体
形
が
終

止
形
と
認
識
さ
れ
る
に
至
る
日
本
語
史
の
流
れ
か
ら
、「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
は
切
り
離
さ
れ
て
、
Ｖ
１
、
Ｖ
２
の

二
つ
の
文
に
な
る
流
れ
も
観
察
さ
れ
る 

作
に
よ
っ
て
特
徴
的
な
様
相
は
少
々
異
な
る
も
の
の
、「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ

２
」
の
ス
タ
イ
ル
は
確
か
に
近
世
前
期
ま
で
多
数
観
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
推
移
を
見
る
の
に
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
以
降
か
ら
江
戸
前

期
の
作
品
と
し
て
、
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
、
御
伽
草
子
『
鉢
か
づ
き
』『
唐
糸
の
さ
う
し
』『
物
く
さ
太
郎
』『
一
寸
法
師
』『
浦
島
太
郎
』
、

井
原
西
鶴
『
日
本
永
代
蔵
』
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

１-

５-

３ 

『
伊
曾
保
物
語
』 

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
一
三
〇
九
〜
一
〇
年
の
奥
書
き
が
あ
る
（
注
三
）
。
そ
の
時
代
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
と
」
と
「
と
て
」

は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
、
二
つ
の
動
詞
が
引
用
文
を
挟
む
形
式
、
Ｖ
２
が
引
用
文
の
後
に
置
か
れ
る
形
式
が
同

時
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。 

 

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
天
草
耶
蘇
學
林
か
ら
刊
行
さ
れ
た
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
は
「
語
學
と
教
化
の
目
的
を
兼
ね
て
當
時
の
外

人
宣
教
師
に
は
邦
語
を
、
邦
人
信
徒
に
は
洋
語
を
習
得
せ
し
め
る
為
に
著
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
之
を
我
國
に
於
る
西
洋
文
學
移
入
史

の
上
か
ら
見
れ
ば
實
に
初
度
の
譯
書
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、(

下
略)
」(
注
三)

と
あ
る
。 

『
伊
曾
保
物
語
』
に
お
い
て
も
①
二
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
を
挟
む
場
合
、
②
一
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
の
前
に
置
か
れ
る

場
合
③
一
つ
の
動
詞
が
発
話
思
考
内
容
の
後
に
置
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
ず
、
①
の
Ｖ
１
Ｖ
２
が
引
用
内
容
を
挟
む
場
合
で
あ
る
が
、

Ｖ
１
は
「
言
ふ
」
が
一
二
〇
例
と
突
出
し
て
用
例
が
多
い
。
次
に
、
「
申
す
」
「
思
ふ
」
「
答
ふ
」
「
問
ふ
」
と
続
く
。 
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表
１ 

天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
の
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
関
連 

Ｖ

 

Ｖ
１
は
発
話
思
考
を
表
す
動
詞
だ

け
で
あ
る
。
Ｖ
２
は
「
言
ふ
」
が
五

七
例
と
突
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
②

Ｖ
２
が
な
く
、
「
Ｖ
１
『
内
容
』
」
だ

け
の
例
が
一
三
例
、
「
Ｖ
１
『
内
容
』

と
」
で
終
わ
る
例
が
四
七
例
で
あ
る
。

Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
一
致
す
る
の
は
、「
申

す
」
は
二
例
、「
思
ふ
」
は
五
例
だ
が
、

「
言
ふ
」
は
四
四
例
で
あ
る
。 

 

発
話
内
容
を
文
の
中
に
取
り
込
む

時
の
ス
タ
イ
ル
で
、
天
草
本
に
特
徴

的
に
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
点
は
①

で
は
「
言
ふ
に
は
～
言
ふ
」
の
よ
う

に
、
Ｖ
１
、
Ｖ
２
と
も
「
言
ふ
」
で

あ
る
例
が
四
四
例
あ
る
の
に
、
他
の

動
詞
は
少
数
で
あ
る
こ
と
、
②
で
は

V2 

v

１  

言

ふ  

申

す  

思

ふ  

す  

(注  

四 ) 

心

得  

頼

む  

流

す  

囁

く  

答

ふ  

問

ふ  

勧

む  

す

ぐ  

わ

ぶ  

罵

る  

叱

る  

嘲

る  

怒

る  

判

ず  

悲

し

む  

」

と  

」   

 

言

ふ  

44 ４  １  ３   １   １  １  ３  １  １  １  １  １  １  １    45 10 120 

申

す  

９  ２     １    １          １  １   ２  1 

思

ふ  

１   ５  ３  1               １   11 

問

ふ  

２                     １  3 

奏

す  

１                      1 

仰

す  

      １                1 

な

す  

                   １   1 

 57 6 6 6 １  2 １  １  ２  ３  １  １  １  １  １  １  １  １  １  47 13 154 
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Ｖ
１
が
内
容
の
前
に
置
か
れ
る
例
が
六
〇
例
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、「
言
ふ
に
は
「
発
話
思
考
内
容
」
言
ふ
」
、「
言
ふ
に
は
「
発
話
思
考

内
容
」
、「
言
ふ
に
は
「
発
話
思
考
内
容
」
と
」
の
形
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
名
草
子
版
と
比
較
し
て
み
る
と
次
の
通

り
で
あ
る
。
（
ａ
）
は
天
草
版
『
伊
曾
保
物
語
』
（
ｂ
）
は
国
字
本
『
伊
曾
保
物
語
』
（
注
五
）
の
用
例
で
あ
る
。 

(

一)
 

（
ａ
）
あ
る
川
ば
た
に
お
ほ
か
め
も
羊
も
水
を
飲
む
に
、
狼
は
川
か
み
に
居
、
羊
の
子
は
川
裾
に
ゐ
た
と
こ
ろ
で
、
か
の
狼
こ
の
羊
を

喰
は
ば
や
と
お
も
ひ
羊
の
そ
ば
に
近
づ
い
て
い
ふ
は
、
「
其
方

そ

ち

が
な
ぜ
水
を
濁
ら
い
て
我
が
口
を
汚
い
た
ぞ
」
と
い
か
っ
た
れ
ば
、

羊
の
い
ふ
は
、
「
わ
れ
は
水
す
そ
に
ゐ
た
れ
ば
、
な
ぜ
川
の
か
み
を
ば
濁
さ
う
ぞ
」
と
。(

Ｐ
三
七
） 

（
ｂ
）
あ
る
河
の
ほ
と
り
に
、
狼
羊
と
水
を
飲
む
事
あ
り
け
り
。
狼
は
上
に
あ
り
、
羊
は
河
裾
に
あ
り
。
狼
羊
を
見
て
か
の
そ
ば
に
歩

み
近
づ
き
羊
に
申
し
け
る
は
、
「
汝
な
に
の
故
に
か
我
が
飲
む
水
を
濁
し
け
る
ぞ
」
と
云(

Ｐ
四
〇
三)

 

(

二)
 

（
ａ
）
重
ね
て
お
ほ
か
め
の
い
ふ
は
「
お
の
れ
が
母
六
ヶ
月
ま
へ
に
も
水
を
濁
ら
し
た
れ
ば
い
か
で
か
そ
の
罪
を
な
ん
ぢ
は
の
が
れ
う

ぞ
。
」
羊
の
い
ふ
は
「
そ
の
と
き
は
未
生
以
前
の
こ
と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
罪
わ
れ
に
當
ら
ぬ
。
」(

Ｐ
三
七)

 

（
ｂ
）
狼
又
云
「
汝
父
六
か
月
以
前
に
河
上
に
き
た
っ
て
水
を
濁
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
汝
が
親
の
科
を
汝
に
か
く
る
」
と
い
へ
り
。

羊
答
云
、
「
わ
れ
胎
内
に
し
て
父
母
の
科
を
知
る
事
な
し
。
御
免
あ
れ
」
と
申
し
け
れ
ば(

Ｐ
四
〇
三)

 

(

三)
 

（
ａ
）
ま
た
狼
よ
り
言
ふ
は
、
「
な
ん
ぢ
ま
た
躬
が
野
山
の
草
を
く
ら
う
た
。
こ
れ
は
重
犯
な
れ
ば
、
な
ぜ
の
が
そ
う
ぞ
。
」
羊
答
え
て

い
ふ
は
「
わ
れ
は
ま
だ
歳
に
も
足
ら
ぬ
若
輩
で
ご
ざ
れ
ば
、
草
を
食
む
こ
と
も
ま
だ
ご
ざ
な
い
」
と
。(

Ｐ
三
七)

 

（
ｂ
）
狼
怒
っ
て
云
は
「
そ
の
科
の
み
に
あ
ら
ず
。
わ
れ
野
山
の
草
を
ほ
し
い
ま
ま
に
損
ざ
す
事
奇
怪
な
り
」
と
申
し
け
れ
ば
、
羊
答
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云
、
「
い
と
け
な
き
身
に
し
て
草
を
損
ざ
す
事
な
し
」
と
い
ふ
。(

Ｐ
四
〇
四)

 

こ
れ
ら
の
例
で
は
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
ス
タ
イ
ル
な
の
に
、
仮
名
草
子
で
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２

が
『
内
容
』
を
挟
む
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
天
草
本
に
も
Ｖ
１
、
Ｖ
２
「
言
ふ
」
が
「
発
話
思
考
内
容
」
挟
む
ス
タ
イ
ル
も
四
四
例

あ
る
。「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
Ｖ
１
「
申
す
」「
思
ふ
」

な
ど
は
一
八
種
の
Ｖ
２
と
つ
な
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
前

述
し
た
ご
と
く
、
Ｖ
１
「
言
ふ
」
が
『
内
容
』
に
前
置
さ
れ

る
ス
タ
イ
ル
は
五
五
例
と
、
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
で
は

目
を
引
く
。
此
の
作
の
特
徴
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。 

次
に
発
話
思
考
内
容
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
を
見
て
み
よ
う
。

こ
の
ス
タ
イ
ル
で
は
や
は
り
、「
と
」
で
受
け
る
Ｖ
２
と
「
と

て
」
で
受
け
る
Ｖ
２
が
あ
る
。「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は

「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
と
重
な
ら
な
い
。
重
な
る
場

合
は
Ｖ
２
が
異
な
る
機
能
を
持
つ
。「
と
」
で
受
け
る
場
合
の

一
五
一
例
が
「
言
ふ
」
で
あ
り
、
言
表
を
表
す
動
詞
の
中
で

も
突
出
し
て
い
る
。
ま
た
、「
と
」
と
「
と
て
」
で
は
、「
と
」

が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
。
内
容
を
受
け
る
「
と
て
」
は
少

数
で
あ
る
が
、
五
例
は
あ
る
。 

 

 表２  天草本『伊曾保物語』  後置されるＶ２   

 と   とて  

100

以上  

いふ 151   

19～

10 

おもふ 19 とふ 15 申す 13 答ふ 10   

9～ 5 おほす 9 奏す 7 あり 6 ささやく 6  

4～ 2 

 

頼む 4 返事す 3 下知す 3 ののしる 3 叫ぶ 2 あやし

む 2 書く 2 案ず 2 心得 2  

しかる 2 自慢す 2 喜ぶ 2 悲しむ 2 笑ふ 2 

行く 2 

 

1 

 

 

乞ふ   いかる  一決す  駆け落ちす  議定す  悔やむ   

加ふ  催促す  叫ぶ  悟る  すすむ   

せむ  為す  流す 談合す  剥ぐ  辱しむ  判ず  待つ  見る 見

回る   やる   領掌す   詫ぶ   外す   嘆く  嘲る  

嘲る 1 帰る 1 

蹴る 1 
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（
四
）
イ
ソ
ポ
、
こ
の
答
話
を
ば
「
明
日
言
上
つ
か
ま
つ
ら
う
ず
る
」
と
て
、
わ
が
宿
に
帰
へ
り.

 
(

Ｐ
三
八)

 

(
五)
蟻
「
げ
に
げ
に
そ
の
分
ぢ
ゃ
、
夏
秋
謡
ひ
あ
そ
ば
れ
た
ご
と
く
、
今
も
秘
曲
を
盡
さ
れ
て
よ
か
ら
う
ず
」
と
て
、
さ
ん
ざ
ん
に

嘲
り
、
少
し
の
食
を
取
ら
せ
て
戻
い
た
。(

Ｐ
六
〇)

 

(

六)

お
ほ
か
め
「
そ
れ
は
な
に
よ
り
易
い
事
ぢ
ゃ
」
と
て
、
近
い
里
か
ら
籠
を
取
っ
て
き
た
。
（
ｐ
六
一
） 

(

七
）
狐
「
ま
こ
と
に
過
分
に
魚
が
入
っ
て
ご
ざ
る
に
よ
っ
て
、
わ
れ
ら
が
力
で
は
引
き
上
げ
が
た
い
、
さ
れ
ば
誰
ぞ
合
力
に
傭
は
う
」

と
て
、
近
い
里
に
行
っ
て
、(

Ｐ
六
一)

 

 
 

(

八
）
狐
が
呼
び
か
け
て
言
ふ
は
「
只
今
か
ほ
ど
の
炎
天
に
頭
巾
を
か
つ
ぎ
、
た
び
を
は
き
、
弓
懸
を
佩
い
て
、
こ
こ
を
す
ぐ
る
は
た

れ
ぞ
」
と
さ
ん
ざ
ん
に
あ
ざ
け
り(

Ｐ
六
三)

 

「
嘲
る
」
は
「
と
」
「
と
て
」
両
方
に
例
が
あ
る
。
「
嘲
る
」
と
は
そ
の
行
為
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
言
表
内
容
を
言

う
の
だ
ろ
う
か
。
例
（
八
）
は
「
言
ふ
は
『
～
』
と
嘲
っ
て
」
と
い
う
構
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
言
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
「
嘲
る
」
は
「
発
話
思
考
内
容
」
を
音
声
と
し
て
発
話
し
て
い
る
。
例(

五)

は
直
接
そ
う
言
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
嘲

る
と
い
う
行
為
を
し
て
、
少
し
の
食
べ
物
を
与
え
て
帰
し
た
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
例(

八)

は
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
嘲
っ

た
の
で
、
「
発
話
思
考
内
容
」
を
省
略
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例(
五
）
は
独
り
言
と
し
て
つ
ぶ
や
い
た
も
の
か
、
つ
ぶ
や
い
た
あ
と
に

嘲
る
と
い
う
行
為
を
し
た
の
か
判
然
と
せ
ず
、
「
発
話
思
考
内
容
」
が
な
く
て
も
文
は
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

「
と
」
に
比
し
て
、「
と
て
」
は
「
発
話
思
考
内
容
」
と
の
関
係
が
「
と
」
の
よ
う
に
明
瞭
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
何
を
し
た
の
か
に
焦

点
が
あ
る
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、(

四)

イ
ソ
ポ
は
我
が
宿
に
帰
る(

五)

蟻
少
し
の
食
を
取
ら
せ
て
戻
い
た(

六)
 

お
ほ
か
め
が
近
く
の
里
か

ら
籠
を
取
っ
て
き
た
、(

七)

狐
が
近
い
里
か
ら
籠
を
取
っ
て
き
た
、
と
し
て
も
文
は
成
立
し
、
「
発
話
思
考
内
容
」
は
必
須
で
は
な
い
と
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言
え
る
。 

１-

５-

４ 

御
伽
草
子 

 

室
町
時
代
か
ら
江
戸
前
期
に

か
け
て
数
多
く
出
版
さ
れ
た
御

伽
草
子
の
中
か
ら
、『
鉢
か
づ
き
』

『
唐
糸
さ
う
し
』『
物
く
さ
太
郎
』

『
一
寸
法
師
』『
浦
島
太
郎
』
の

五
篇
の
引
用
文
の
ス
タ
イ
ル
を

観
察
す
る
（
注
六
）
。 

 

こ
こ
で
も
①
二
つ
の
動
詞
が

引
用
内
容
を
挟
む
場
合
②
一
つ

の
動
詞
が
内
容
の
前
に
置
か
れ

る
場
合
③
一
つ
の
動
詞
が
内
容

の
後
に
置
か
れ
る
場
合
の
例
を

そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。 ま

ず
、
①
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
内

容
を
挾
む
場
合
で
あ
る
が
、
Ｖ

 表３   『御伽草子』 Ｖ１とＶ２     

鉢かづき  唐糸さうし  物くさ  一寸法師  浦島太郎  

V2 

V1 

と  とて  と  とて  と  と

て  

と  とて  と  とて  

 

申す  申す 7 

悲しむ  

待つ１   参る 1 教 訓 す

1 

いふ 1 

 申 す

2 

思 う

1 

申す 5 

語る 1 

いふ 1 

取り出す 1 

渡す 1 

教ふ１  

仰す  仰す 2 

責む 1０  

有る 2 

こむ 1  

のたまふ  

出づ 1 

のぞく 1 仰す 3 

の た ま ふ

１  

た ま は

る 1 

     泣く 2 

語る    泣く         

の た ま

ふ  

          

いふ  笑う 1        泣く  返す 1 

談 合 あ

る  

 吹く（          
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１
に
「
申
す
」
「
仰
す
」
「
語
る
」
「
の
た
ま
ふ
」
「
い
ふ
」
「
談
合
あ
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

(

九)

あ
る
人
申
し
け
る
や
う
は
「
た
と
へ
化
け
物
に
て
も
あ
れ
、
手
足
の
は
ず
れ
の
美
し
さ
よ
」
と
、
と
り
ど
り
に
こ
そ
申
し
け
る
。

（
鉢
上
Ｐ
六
一
） 

(

一
〇)
父
大
き
に
驚
き
泣
き
給
ひ
て
「
い
と
け
な
き
姫
を
ば
何
と
て
捨
て
お
き
い
で
い
づ
く
と
も
し
ら
ず
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

く
な
り
給
ふ
」
と
泣
き
給
へ
ど
（
鉢
上
Ｐ
五
七
） 

(

一
一)

浦
島
太
郎
申
し
け
る
は
「
と
も
か
く
も
仰
せ
に
従
う
べ
し
」
と
ぞ
申
し
け
る
。(

浦
島
下
Ｐ
一
六
三) 

Ｖ
１
が
発
話
の
動
詞
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
②
「
Ｖ
１
『
内
容
』
（
と
）
」
の
ス
タ
イ
ル
は

『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
六
〇
例
有
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
御
伽
草
子
で
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
作
に
よ
っ
て
差
が

あ
る
。
ま
た
、「
と
」
で
終
わ
ら
ず
に
例
（
一
四
）
の
よ
う
に
「
発
話
思
考
内
容
」
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
場
合
も

あ
る
。 

例(

一
三)

と
例
（
一
四)

を
見
る
と
、
例
（
一
四)
の
ほ
う
が
発
話
の
動
詞
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
逆
に
Ｖ
１
は
『
物
く
さ
太
郎
』
は
使
用
例
が
少
数
で
あ
り
、『
浦
島
太
郎
』
は
本
文
の
量
に
比
し
て
、
二
つ
の

動
詞
が
引
用
内
容
を
挟
む
例
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
御
伽
草
子
は
室
町
か
ら
江
戸
に
か
け
て
作
ら
れ
た
物
語

で
あ
る
が
、
此
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
『
物
く
さ
太
郎
』
は
近
世
と
考
え
て
も
良
い
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。 

(

一
三)

「
物
い
は
ん
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
内
よ
り
八
十
ば
か
り
の
翁
出
あ
ひ
「
誰
に
て
わ
た
り
候
ぞ
」
と
申 

 
 

 

せ
ば
、
浦
島
申
し
け
る
は
「
此
の
所
に
浦
島
の
行
方
は
候
は
ぬ
か
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
翁
申
す
や
う
「
い
か

な
る
人
に
て
候
へ
ば
浦
島
の
行
方
を
ば
尋
ね
候
や
ら
ん
、
不
思
議
に
こ
そ
候
へ
。
そ
の
浦
島
と
や
ら
ん
は
、

は
や
七
百
年
以
前
の
事
と
申
し
伝
え
候
」
と
申
し
け
れ
ば
（
浦
島
Ｐ
一
六
七)

 

表３引用文だけで  終わる文。  前置されるＶ１     

 鉢かづき  唐糸さうし  ものくさ  一寸法師  浦島太郎  

「」   ４  21 1  

ｖ１「」と。  申す 1   申す１   
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（
一
四)

 

兵
衛
尉
あ
ら
き
人
な
ら
ば
、
腹
も
立
て
、
い
か
や
う
に
も
あ
た
り
給
ふ
べ
き
に
、
馬
を
ひ
か
へ
て
是
を
聞
き
「
き
ゃ
つ
め

が
こ
と
か
、
聞
こ
ゆ
る
物
く
さ
太
郎
と
い
ふ
も
の
か
」
「
さ
ん
候
ふ
た
り
と
も
候
は
ば
こ
そ
、
是
が
事
に
て
候
」
「
さ
て
お
の
れ
は
い

か
よ
う
に
し
て
過
ぎ
る
ぞ
」「
さ
ん
候
人
の
物
を
く
れ
候
時
は
、
何
を
も
た
ぶ
る
。
く
れ
候
は
ん
時
は
四
五
日
も
十
日
ば
か
り
も
、
た

だ
空
し
く
過
ぎ
候
」
と
申
し
け
れ
ば
（
物
Ｐ
二
〇
五)

 

次
に
Ｖ
２
に
つ
い
て
述
べ
る 

表
４ 

御
伽
草
子
に
お
け
る
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２ 

五
〇
以
上  

申
す
５
１ 

一
九
～
一
〇 

の
た
ま
ふ
１
９ 

い
ふ
１
５ 

お
ほ
す
１
５ 

思
ふ
１
１ 

あ
る
１
０ 

九
～
四  

泣
く
８ 

と
ふ
６ 

 

な
が
む
５ 
な
が
す
５ 

あ
そ
ば
す
４ 

こ
た
ふ
４ 

く
ど
く
４ 

書
く
４ 

四
～
二  

い
の
る
３ 

お
ぼ
し
め
す
３ 

責
む
３ 

を
し
ふ
３ 

下
知
す
２ 

嘆
く
２ 

わ
ら
ふ
２ 

尋
ぬ
２ 

た
つ
２ 

う
た
ふ
２ 

か
た
る
２ 

一 
 

 
 

う
ら
や
む 

か
よ
ふ 

悲
し
む 

詠
む 

促
す 
じ
じ
め
く 

す
す
む 

に
く
む 

触
れ
る 

む
す
ぼ
る 

奉
る 

喜
ぶ 

占
ふ 

ま
ふ 

触
れ
る 

教
訓
す 

も
だ
ゆ 

 

申
し
う
く 

う
つ 

待
つ 

Ｖ
２
で
は
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
が
、「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
よ
り
数
が
多
い
。
「
と
」
で
は
、「
申
す
」「
の
た
ま
ふ
」「
い

ふ
」「
お
ほ
す
」「
思
ふ
」
な
ど
発
話
・
思
考
を
表
す
動
詞
が
上
位
を
占
め
る
。
ま
た
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
は
、
「
と
て
」
に
後
置
さ

れ
る
Ｖ
２
は
、「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
よ
り
異
な
り
語
で
は
多
か
っ
た
が
、
御
伽
草
子
で
は
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
異
な
り

語
で
も
「
と
て
」
よ
り
少
数
で
あ
る
。 

表
５ 

御
伽
草
子
に
お
け
る
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２ 

四
～
二  

泣
く
４ 

い
づ
３ 

い
る
２ 

ま
し
ま
す
２ 

た
つ
２ 

参
る
２ 
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一 
 

追
い
出
す 

置
く 

こ
し
ら
ふ 

さ
し
し
め
す 

請
ず 

せ
め
お
こ
す 

た
ち
い
づ 

の
ぞ
く 

は
か
ら
ふ 

ひ
き
よ
せ
る 

ふ
く 

ま
つ 

 

な
げ
あ
ぐ 

わ
ら
ふ  

忍
び
入
る 

よ
ろ
こ
ぶ 

つ
く 

た
ま
は
る 

書
く 

お
ほ
す 

の
ぼ
る 

行
く 

出
で
立
つ 

召
し
連
れ
る 

よ
る 

あ
が
る 

な
ぐ 

た
ぶ 

 

い
だ
す 

か
へ
す 

渡
す 

さ
す 

と
と
の
へ
る 

「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
の
は
発
話
思
考
を
表
す
以
外
の
動
作
の
動
詞
で
、
「
と
」
の
動
詞
で
あ
る
発
話
思
考
の
動
詞
と
重
な
る
場
合
は

「
泣
く
」「
お
ほ
す
」「
書
く
」
の
ほ
か
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
も
、「
書
く
」
内
容
を
示
す
と
き
は
「
と
」
、「
書
く
」
行
為
を
す
る
場
合
は

「
と
て
」
と
い
う
区
別
が
あ
る
よ
う
だ
。 

(

一
五)

「
鎌
倉
山
よ
り
手
塚
の
里
の
う
ば
さ
ま
へ
万
寿
姫
」
と
書
き
て
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
二
） 

(

一
六
）
「
さ
て
は
か
か
る
曲
者
か
な
。
い
で
さ
ら
ば
助
か
る
よ
う
に
せ
ん
」
と
て
、
硯
を
取
り
寄
せ
て
札
を
書
き
て
、
我
が
領
内
を

ま
は
す
。
（
物
く
さ
上
Ｐ
二
〇
九
） 

 

「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
の
う
ち
、
多
く
重
な
る
動
詞
は
「
泣
く
」
で
あ
る
。
「
泣
く
」
は
「
（
涙
を
）
流
す
」
と
共
に

使
用
例
が
あ
る
。
「
と
」
で
受
け
る
例
（
一
七
）
～
（
二
一
）
と
、
「
と
て
」
で
受
け
る
例
（
二
二
～
二
三
）
を
記
す
。
引
用
内
容
は
省
略

す
る
。 

(

一
七)

尼
公
万
寿
に
抱
き
つ
き
「
」
と
泣
き
給
え
ば
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
〇
） 

(

一
八)

万
寿
き
こ
し
め
し
「
」
と
泣
き
給
ひ
け
れ
ば
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
〇
） 

(

一
九)

万
寿
大
き
に
驚
き
、
乳
母
更
科
に
抱
き
つ
き
「
」
と
泣
き
給
ふ
。
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
四
） 

(

二
〇)

籠
の
す
き
よ
り
手
を
入
れ
て
、
母
の
手
を
と
り
「
」
と
泣
き
に
け
る
。
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
六
） 

(

二
一)

万
寿
承
り
、
「
」
と
泣
き
け
れ
ば
、
唐
糸
き
こ
し
召
し
「
」
と
泣
か
れ
け
る
（
唐
糸
上
Ｐ
一
四
七
） 

(

二
二)

女
房
言
ひ
け
る
は
「
」
と
て
さ
め
ざ
め
と
泣
き
に
け
り
（
浦
島
下
Ｐ
一
六
一
） 



79 

(

二
三)

女
房
仰
せ
け
る
は
「
」
と
て
さ
め
ざ
め
と
泣
き
給
ひ
け
る
。(

浦
島
下
Ｐ
一
六
五)

 

 
例
（
一
〇
）
で
は
動
詞
の
前
に
「
泣
く
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
前
置
動
詞
は
発
話
思
考
を
表
す
動
詞
だ
け

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
泣
く
」
が
Ｖ
１
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
泣
く
動
作
を
重
ね
た
と
も
と
れ
る
が
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内

容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
の
よ
う
で
も
あ
る
。
内
容
の
前
に
前
置
さ
れ
る
Ｖ
１
は
発
話
動
詞
で
あ
っ
た
が
、
「
泣
く
」
は
発
話

動
詞
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
今
ま
で
見
て
き
た
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
は
「
泣
く
」
は
「
と
て
」
だ
け
に
後
置
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
は
逆
転
し
て
「
と
」
の
ほ
う
に
多
く
後
置
さ
れ
て
い
る
。 

例
（
二
二
）(

二
三)

で
は
前
置
動
詞
に
「
お
ほ
す
」
「
い
ふ
」
が
あ
っ
て
、
発
話
が
あ
っ
て
泣
く
行
為
を
し
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、

「
と
」
の
ほ
う
は
「
泣
く
」
は
引
用
内
容
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
一
七
）
～
（
二
一
）
発
話
思
考
内
容
は
必
須
で
あ
る
。
こ
れ

は
「
涙
を
流
す
」
も
同
じ
で
あ
る
。 

発
話
動
詞
が
前
に
あ
る
か
ど
う
か
だ
が
、
作
品
に
よ
り
差
が
あ
る
。『
浦
島
太
郎
』
、『
鉢
か
づ
き
姫
』
は
多
く
『
も
の
く
さ
太
郎
』
は
少

な
い
。
前
に
来
る
動
詞
は
「
申
す
」
な
ど
の
発
話
動
詞
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
が
、「
泣
く
」
が
Ｖ
１
に
来
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
「
泣

く
」
は
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
は
引
用
内
容
は
必
須
で
あ
り
、
「
泣
く
」

も
発
話
動
詞
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
一
致
度
が
低
く
、

Ｖ
１
よ
り
Ｖ
２
の
ほ
う
が
数
は
多
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
引
用
文
の
ス
タ
イ
ル
が
く
ず
れ
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」

に
単
純
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
Ｖ
１
も
、
Ｖ
２
も
な
く
て
、
た
だ
「
発
話
思
考
内
容
」
だ
け
を
連
ね
る
表
現
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 
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１-

５-

５ 

『
日
本
永
代
蔵
』 

次
に
井
原
西
鶴
『
日
本
永
代
蔵
』
を
見
て
み
よ
う
。 

ま
ず
始
め
に
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
二
つ
の
動
詞
が
内
容
を
挟
む
例
を
見
る
と
五
例
し
か
な
い
。
「
と
」
は
例
（
二
四
）
～(

二
七)

ま
で
の
四
例
、

「
と
て
」
は
一
例
で
あ
る
。
引
用
内
容
は
省
略
す
る
。 

(

二
四)

菊
や
申
せ
し
は
「
」
と
言
う
。(

巻
三-

一
六
二)

 

(

二
五)

菊
や
申
す
は
「
」
と
い
へ
ば(

巻
三-

一
六
二)

 

(

二
六)

耳
た
ぶ
に
寄
せ
ら
れ
小
語
き
給
ふ
は
「
」
と
語
り
給
ふ
と
（
巻
二-

一
三
九
） 

(

二
七)

人
の
語
り
け
る
は
「
歩
行
医
者
な
が
ら
療
治
よ
く
せ
ら
る
る
」
と
て
引
き
あ
は
さ
れ
（
巻
六-

二
五
〇
） 

Ｖ
１
だ
け
の
例
は
一
八
例
で
あ
る
が
、「
と
」
が
後
置
さ
れ
な
い
例
は
一
五
例
，
後
置
さ
れ
る
例
は
三
例
で
あ
る
。
例
（
二
四
）（
二
五
）

（
二
六
）
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
発
話
の
動
詞
で
あ
る
が
、
同
じ
動
詞
で
は
な
い
。
例(

二
七)

は
「
と
て
」
な
の
で
、
Ｖ
２
動
詞
は
発
話
の
動

詞
で
は
な
い
。 

(

二
八)

ま
づ
江
戸
手
代
の
咄
け
る
は
「
」
。(

巻
五ｰ
二
一
〇)

 

(

二
九)

ま
た
京
の
手
代
語
り
け
る
は
「
」
。(

巻
五ｰ

二
一
〇)

 

(

三
〇)

さ
て
大
阪
の
手
代
云
ひ
け
る
は
「
」
。(

巻
五ｰ

二
一
〇)

 

(

三
一)

思
い
思
い
の
身
の
上
物
語
、
さ
り
と
て
は
同
じ
思
い
に
哀
れ
ふ
か
く
、
新
六
枕
に
立
ち
よ
り
「
我
ら
も
京
の
者
な
る
が
、
旧

里
断
ら
れ
て
お
江
戸
を
頼
み
に
下
り
け
る
が
、
各
々
咄
を
聞
く
に
心
ぼ
そ
し
」
と
、
恥
を
つ
つ
ま
ず
申
せ
ば
、
三
人
と
も
口
を

そ
ろ
え
て
「
詫
び
ご
と
の
手
便
は
あ
ら
ず
や
」
「
姨
様
も
な
い
か
」
「
何
と
ぞ
下
り
給
は
ぬ
が
よ
い
も
の
を
」
と
い
ふ
。(

巻
二-

一
三
四
） 
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(

三
二)

お
の
お
の
忠
助
を
さ
し
て
「
こ
な
た
も
若
い
や
う
に
見
え
て
か
ら
、
顔
に
ふ
る
め
き
た
る
處
あ
り
。
こ
と
さ
ら
成
人
の
子
供

た
ち
、
大
か
た
中
づ
も
り
に
も
違
う
ま
じ
四
十
八
九
か
」
（
巻
三-

一
九
〇
） 

(
三
三)

夫
婦
、
人
の
聞
く
と
も
知
ら
ず
「
借
銭
の
分
は
始
め
か
ら
済
ま
る
心
入
れ
に
あ
ら
ず
。
銭
五
百
、
天
か
ら
振
れ
が
な
、
ゆ
る

り
と
取
る
年
男
」
と
。
（
巻
五
―
二
一
七
） 

(

三
四)

あ
る
長
者
の
詞
に
「
ほ
し
き
物
を
買
は
ず
、
を
し
き
物
を
売
れ
」
と
ぞ
。
（
巻
六-

二
五
五
） 

例(

三
二)

（
三
三
）
は
明
ら
か
に
Ｖ
２
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
の
一
例
も
「
と
ぞ
」
で
終
わ
っ
て

い
る
。 

表
６
井
原
西
鶴
『
日
本
永
代
蔵
』
の
引
用
構
文
の
種
類 

 
 

こ
れ
ら
は
『
伊
曾
保
物
語
』
に
見
た
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
」
の
「
と
」
と
は
区
別

し
た
い
。（
例
三
）
は
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
Ｖ
１
は
発
話
動
詞
で
は
な
く
、
動
作

の
動
詞
で
あ
る
。 

前
述
し
た
『
物
く
さ
太
郎
』
で
も
見
た
よ
う
な
発
話
動
詞
を
書
か
ず
に
会
話
を
そ
の
ま
ま

記
す
ス
タ
イ
ル
は
、
西
鶴
に
も
見
ら
れ
る
。
例
（
三
一
）（
三
二
）
の
よ
う
に
発
話
内
容
を
そ

の
ま
ま
つ
な
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
口
語
体
に
近
づ
き
、
臨
場
感
が
生
ま
れ
る
効
果
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
謡
曲
な
ど
演
劇
の
影
響
と
考
え
る
の
か
検
討
し
た
い
が
、
引
用
の
ス
タ
イ

ル
と
し
て
は
Ｖ
１
Ｖ
２
二
つ
の
動
詞
が
『
発
話
思
考
内
容
』
を
挟
む
ス
タ
イ
ル
が
一
つ
の
動

詞
Ｖ
２
だ
け
に
な
り
、
さ
ら
に
簡
略
化
し
て
「
と
」
や
「
と
て
」
も
動
詞
も
な
く
『
発
話
思

考
内
容
』
だ
け
を
つ
な
ぐ
ス
タ
イ
ル
も
出
て
き
た
。 

 

「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
と
」
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
「
と
て
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。「
と
て
」

巻種    と  とて  」  」と    

1 31 4 0 0 35 

2 48 6 8 0 62 

3 26 1 1 0 28 

4 30 1 2 1 34 

5 29 0 4 1 34 

6 20 1 0 1 22 

  184 13 15 3 215 
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の
例
は
大
幅
に
減
り
一
三
例
に
な
る
。
つ
ぎ
に
そ
の
一
三
例
を
す
べ
て
挙
げ
る 

(

三
五
）
明
く
れ
ば
去
年
の
今
日
ぞ
親
仁
の
祥
月
と
て
旦
那
寺
に
参
り
て
（
巻
一-

九
六
） 

(
三
六
）
こ
れ
も
島
原
の
局
女
郎
の
か
た
へ
な
る
と
読
み
捨
て
け
る
を
こ
れ
も
杉
原
反
故
一
枚
の
と
く
、
損
の
ゆ
か
ぬ
事
と
て
物
し

づ
か
に
と
き
見
し
に
（
巻
一-

七
） 

(

三
七)

こ
の
男
、
一
生
の
う
ち
、
草
履
の
鼻
緒
を
踏
み
き
ら
ず
、
釘
の
か
し
ら
に
袖
を
か
け
て
破
ら
ず
、
万
に
気
を
つ
け
て
、
そ

の
身
一
代
に
二
千
貫
目
し
こ
た
め
て
後
年
八
十
八
歳
、
世
の
人
あ
や
か
り
物
と
て
枡
掻
を
切
ら
せ
け
る
。
（
巻
ニ
‐
九
六
） 

(

三
八 

 
)

よ
し
垣
に
自
然
と
朝
顔
の
は
え
か
か
り
し
を
、
同
じ
眺
め
に
は
は
か
な
き
物
と
て
刀
豆
に
植
え
替
へ
け
る
。
（
巻
二-

一

二
二
） 

(

三
九))

折
ふ
し
は
正
月
七
日
の
夜
、
近
所
の
男
子
を
藤
市
か
た
へ
、
長
者
に
な
り
や
う
の
指
南
を
頼
む
と
て
遣
は
し
け
る
。
（
巻

二-

一
二
三
） 

(

四
〇)

ひ
と
つ
も
埒
の
あ
か
ぬ
男
、
貧
乏
神
の
社
人
に
な
れ
と
て
、
一
門
中
こ
れ
を
見
か
ぎ
る
。
（
巻
ニ
‐
一
二
六
） 

(

四
一)

節
季
に
帳
か
た
げ
た
男
の
顔
を
見
ぬ
を
嬉
や
と
て
、
万
事
を
仕
舞
い
け
る
に
（
巻
二-

一
二
八
） 

(

四
二)

武
士
づ
と
め
は
勝
手
を
知
ら
ず
、
町
人
奉
公
も
お
ろ
か
な
り
と
て
追
い
出
さ
れ
（
巻
二-

一
三
三
） 

(

四
三)

こ
の
浜
に
鯨
付
き
の
羽
指
の
上
手
に
天
狗
源
内
と
い
へ
る
人
、
毎
年
仕
合
わ
せ
男
と
て
昔
こ
の
人
を
雇
い
て
船
を
仕
立
て

け
る
に(

巻
二ｰ

一) 

(

四
四)

安
き
こ
と
と
て
つ
か
は
し
け
る
を
（
巻
三ｰ

一
六
二
） 

(

四
五)

下
人
ど
も
に
、
配
分
し
て
と
れ
と
い
へ
ど
、
さ
ら
に
望
み
な
し
と
て
、
こ
の
家
に
て
仕
着
せ
の
布
子
ま
で
置
い
て
出
れ
ば

（
巻
四-

一
九
四
） 
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(

四
六)

え
ぼ
し
着
ぬ
夷
な
ら
ば
買
ふ
と
て
戻
し
け
る
（
巻
五-

二
三
二
） 

(

四
七)

人
の
語
り
け
る
は
歩
行
医
者
な
が
ら
療
治
よ
く
せ
ら
る
る
と
て
引
き
あ
は
さ
れ
（
巻
六-

二
五
〇
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
一
三
例
の
内
、
例(

四
七)

は
Ｖ
１
動
詞
と
し
て
「
語
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
内
容
は
必
須
で
あ
る
が
、
他
は
発
話
思
考
の
動
詞

は
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
発
話
内
容
は
必
須
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
発
話
内
容
は
「
と
て
」
の
動
作
に
付
帯
す
る
発
話
な
の
か
、

心
内
発
話
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
い
つ
言
っ
た
の
か
、
い
つ
思
っ
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。「
と
て
」
は
発
話
動
詞
に
は
つ
な
が
ら

ず
、
Ｖ
１
が
な
け
れ
ば
言
っ
た
の
か
思
っ
た
の
か
表
面
上
は
わ
か
ら
ず
、
次
の
動
作
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。
声
に
出
し
た
発
話
な
の
か

声
に
出
さ
な
い
発
話
な
の
か
、
ま
た
発
話
し
な
が
ら
の
動
作
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
動
作
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
と
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
と
」
は
「
と
て
」
に
比
べ
て
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。 

表
七 

『
日
本
永
代
蔵
』
の
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２ 

言
ふ
３
９ 

申
す
１
７ 

す
１
２ 

尋
ぬ
１
０ 
思
ふ
６ 

悔
や
む
４ 

語
る
４ 

定
む
３ 

書
き
つ
く
３ 

つ
く
３ 

あ
り
２ 

下
が
る
２ 

さ
さ
や
く
２ 

 

(

以
下
１) 

嘆
く
・
立
つ
・
待
つ
・
出
す
・
書
く
・
問
ふ
・
さ
た
す
・
う
ご
か
す
・
読
み
捨
つ
・
驚
く
・
閉
づ
・
帰
る
・
う
た
ふ
・
た
ち
い
づ
・
入
る
・
通
る
・ 

目
を
か
く
・
お
ち
つ
く
・
観
ず
・
楽
し
む
・
売
る
・
祝
ふ
・
な
す
・
得
・
任
す
・
働
く
・
進
む
・
わ
す
る
・
汲
ま
す
・
と
る
・
立
ち
退
く
・
問
い
詰
む
・
指
す
・ 

う
つ
・
繰
り
返
す
・
ほ
む
・
作
る
・
突
き
返
す
・
思
い
つ
く
・
求
む
・
発
る
・
た
た
く
・
絶
ゆ
・
こ
ぼ
す
・
し
が
み
つ
く
・
つ
む
・
す
ま
す
・
替
ゆ
・
泣
く
・
に
ら
む
・

じ
ゃ
れ
る
・
や
む
・
な
び
く
・
す
て
る
・
つ
け
る
・
笑
ふ
・
嘆
く
・
つ
ぶ
や
く
・
よ
び
よ
す
・
み
す
・
頼
む
・
案
ず
・
指
さ
す
・
聞
く 

引
用
の
ス
タ
イ
ル
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
に
収
斂
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｖ
２
に
は
「
言
ふ
」

「
申
す
」
「
尋
ぬ
」
「
思
ふ
」
な
ど
の
発
話
思
考
動
詞
が
多
数
を
占
め
る
が
、
『
日
本
永
代
蔵
』
に
お
い
て
特
徴
的
な
こ
と
は
「
と
」
を
受

け
る
動
詞
の
異
な
り
語
数
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
発
話
を
表
す
、「
言
ふ
」「
申
す
」「
尋
ぬ
」「
語
る
」「
定
む
」「
さ
さ
や
く
」「
問
ふ
」「
沙

汰
す
」「
う
た
ふ
」「
つ
ぶ
や
く
」
な
ど
発
話
を
表
す
動
詞
や
、
思
考
を
表
す
「
思
ふ
」「
悔
や
む
」「
案
ず
」「
思
い
つ
く
」
な
ど
の
動
詞
は
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当
然
多
く
使
わ
れ
る
が
、
感
情
の
表
出
で
あ
る
「
泣
く
」
や
「
笑
ふ
」
も
「
と
て
」
で
受
け
る
例
は
な
く
、
全
て
「
と
」
で
あ
る
。 

「
書
く
」
は
例
（
一
五
）
と
例
（
一
六
）
の
よ
う
に
、
内
容
を
書
く
と
き
は
「
と
」
、
何
か
い
い
な
が
ら
書
く
と
い
う
行
為
を
す
る
と
き

は
「
と
て
」
と
区
別
さ
れ
て
い
た
が
、
『
日
本
永
代
蔵
』
の
例(

四
八)

で
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
伴
う
発
話
に
も
「
と
」
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。 

(

四
八)

娘
お
と
な
し
く
な
り
て
、
や
が
て
嫁
入
屏
風
を
拵
へ
と
ら
せ
け
る
に
「
洛
中
尽
く
し
を
見
た
ら
ば
、
見
ぬ
所
を
歩
行
き
た
が

る
べ
し
。
源
氏
・
伊
勢
物
語
は
心
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
物
な
り
」
と
多
田
の
銀
山
出
盛
り
し
有
様
書
か
せ
け
る
。（
巻

二
‐
一
二
二
） 

こ
の
行
為
に
伴
う
発
話
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
多
く
の
動
詞
が
当
て
は
ま
る
。
「
働
く
」
「
忘
れ
る
」
「
し
が
み
つ
く
」
「
に
ら
む
」
「
待

つ
」
な
ど
も
使
わ
れ
て
い
る
。
「
言
ふ
」
な
ど
の
発
話
動
詞
の
場
合
は
そ
の
時
に
発
話
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、(

四
九)

～(

五
三)

の
例
は
、
発
話
さ
れ
た
の
が
一
回
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
な
の
か
、
誰
か
に
言
っ
た
の
か
、
独
り
言
と
し
て
言
っ
た
の

か
、
ま
た
は
考
え
た
の
か
曖
昧
で
あ
る
。
誰
か
ら
誰
へ
発
話
し
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
動
作
を
し
な
が
ら
何
回
か
つ
ぶ
や
い
た

と
い
う
曖
昧
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
発
話
時
の
動
作
と
も
言
う
べ
き
動
作
も
、「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
を
示
す
例
で
あ
る
。 

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
は
、
「
と
」
と
「
と
て
」
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
。
西
鶴
で
も
発
話
動
詞
は
「
と
て
」
の
Ｖ
２
に
は
な
ら

な
い
と
は
い
え
る
が
、
更
に
動
作
を
表
す
多
く
の
動
詞
も
Ｖ
２
と
し
て
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
な
る
と
、「
と

て
」
の
必
然
性
は
な
く
な
り
「
と
」
と
「
と
て
」
の
区
別
は
非
常
に
曖
昧
に
な
る
。 

(

四
九)

「
と
か
く
商
売
に
精
出
し
て
見
ん
」
と
心
で
は
働
き
な
が
ら
、
手
振
り
で
か
か
る
事
は
今
の
世
の
中
に
取
手
の
師
匠
か
取

り
上
げ
婆
々
よ
り
外
に
銀
に
な
る
物
な
し
。
（
巻
三-

一
五
一
） 

(

五
〇)

お
も
し
ろ
の
女
臈
の
都
や
、
山
も
川
も
散
ら
ぬ
花
の
歩
行
く
を
見
て
「
か
な
し
や
、
い
か
な
る
因
果
に
て
田
舎
に
は
生
ま



85 

れ
け
る
ぞ
と
」
と
我
が
国
元
の
事
を
忘
れ
て
、
毎
日
の
遊
興
に
気
を
乱
し
け
る
。
（
巻
三-

一
五
五
） 

(

五
一)

「
我
が
死
ん
だ
ら
ば
、
こ
の
金
銀
誰
が
物
に
な
る
べ
し
。
思
え
ば
惜
し
や
か
な
し
や
」
と
し
が
み
付
き
か
み
付
き 

(
五
二)

哀
れ
や
い
た
い
け
頃
の
娘
、「
今
い
く
つ
寝
て
か
ら
正
月
ぢ
ゃ
」
と
い
ふ
を
「
米
の
あ
る
時
が
正
月
よ
」
と
に
ら
む
か
た
ち

の
お
そ
ろ
し
く
（
巻
五-

二
一
六) 

(

五
三)

世
を
明
け
て
こ
れ
を
拾
い
集
め
、
そ
の
中
の
一
粒
を
野
に
埋
み
て
「
も
し
、
煎
豆
に
花
の
咲
く
こ
と
も
や
」
と
待
ち
し
に

（
巻
五-

二
一
九
） 

 

次
の
例
は
「
そ
よ
そ
よ
と
」
な
ど
、
擬
態
語
の
「
と
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

(

五
四)

末
々
の
里
人
を
憐
れ
み
慈
悲
深
く
「
こ
の
人
所
の
宝
」
と
、
村
の
草
木
も
な
び
き
け
る(

巻
五
―
二
二
六) 

 

１-

５-

６ 

お
わ
り
に 

 

『
古
事
記
』
の
よ
う
に
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
お
お
む
ね
同
じ
発
話
思
考
の
動
詞
で
挟
ま
れ
る
文
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
引
用
符
の
役
割
も
果
た
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
そ
の
人
の
言
葉
で
あ
る
の
か
、
発
話
の
動
詞
が
前
後
を
挟
ん
で
い
れ
ば
判
断
し
や
す
い
。

し
か
し
、
発
話
の
動
詞
は
二
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
非
効
率
的
で
あ
り
、
Ｖ
１
が
発
話
を
表
し
て
い
れ
ば
、
Ｖ
２
が
次
の
行
動
を
表
し

て
も
、
文
の
理
解
に
は
支
障
は
な
い
。
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
動
作
を
表
し
、
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
発
話
思
考
、
発
話

に
伴
う
感
情
と
い
う
区
別
が
あ
っ
た
。 

 

『
伊
曾
保
物
語
』
で
は
、｛
言
ふ
に
は
「
～
」
と
言
ふ
｝｛
言
ふ
に
は
「
～
」
｝
、｛
言
ふ
に
は
「
～
」
と
｝
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
多
く
見
ら

れ
、「
い
ふ
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
翻
訳
の
影
響
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考

内
容
』
」
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
『
伊
曾
保
物
語
』
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。 
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御
伽
草
子
で
は
『
物
く
さ
太
郎
』
の
よ
う
に
発
話
内
容
だ
け
を
会
話
と
し
て
並
べ
て
い
く
ス
タ
イ
ル
も
出
て
き
た
。
口
語
体
に
近
い
文

体
と
い
え
る
。
西
鶴
で
は
更
に
「
と
て
」
は
『
日
本
永
代
蔵
』
で
一
三
例
の
使
用
に
と
ど
ま
り
、「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
異
な
り
語
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
Ｖ
１
は
更
に
少
数
に
な
り
内
容
を
挟
む
例
は
五
例
だ
け
で
あ
る
。
Ｖ
１
は
発
話
動
詞
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
動
作
動
詞

も
見
ら
れ
、
Ｖ
２
の
な
い
『
発
話
思
考
内
容
』
だ
け
の
ス
タ
イ
ル
も
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
申
す
」
「
言
ふ
」
な
ど
を
使
わ
な
い
傾
向
が

強
く
な
っ
て
い
く
。
ま
た
例
（
五
四
）
の
よ
う
に
連
用
修
飾
と
考
え
ら
れ
る
例
も
で
て
く
る
。 

例
え
ば
「
泣
く
」
な
ど
の
よ
う
に
動
作
に
伴
う
発
話
な
の
か
、
動
作
な
の
か
は
っ
き
り
線
が
引
け
な
い
と
い
う
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
よ
う

な
動
詞
が
「
と
」
と
「
と
て
」
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
泣
き
な
が
ら
内
容
を
発
話
す
る
と
き
は
「
と
」
、
発
話
後
に
泣
く
動
作
を
す
る

と
き
に
は
「
と
て
」
と
書
き
分
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
泣
く
事
は
動
作
な
の
か
発
話
な
の
か
は
っ
き
り
分
け
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。
西
鶴
で
は
そ
の
境
界
が
よ
り
い
っ
そ
う
曖
昧
に
な
り
、
そ
の
曖
昧
な
境
界
を
乗
り
越
え
て
、
数
の
上
で
は
常
に
優
位
で

あ
っ
た
「
と
」
に
、
「
と
て
」
は
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
か
。 

引
用
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
簡
略
化
の
方
向
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の

よ
う
に
前
後
を
二
つ
の
動
詞
で
挟
む
ス
タ
イ
ル
は
ご
く
少
数
と
な
り
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
よ
う
な
一
つ
の
動
詞
の
ス
タ
イ

ル
に
集
約
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
更
に
「
と
」
も
「
Ｖ
２
」
も
な
く
「
発
話
思
考
内
容
」
だ
け
を
並
べ
る
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
近
世
後
期
の
会
話
体
の
文
芸
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
そ
の
具
体
的
な
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
す

る
。 

  

【
注
】 
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（
注
一
）
山
田
孝
雄
（
一
九
五
四
）
『
奈
良
朝
文
法
史
』
宝
文
社
ｐ
四
五
二 

（
注
二
）
山
口
明
穂 

秋
本
守
英
（
二
〇
〇
一
）
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院
ｐ
五
三
二 

 

（
注
三
）
新
村
出
翻
字
（
一
九
三
九
）
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
ｐ
一
一
三 

岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 

（
注
四
）
「
～
す
」
の
内
訳
は
自
慢
す
２
、
催
促
す
２
、
談
合
す
１
、
駆
け
落
ち
す
１
、
で
あ
る
。 

（
注
五
）
国
字
本
「
伊
曾
保
物
語
」
「
狼
と
羊
の
事
」
一
一
『
仮
名
草
子
集
』
ｐ
四
〇
三 

日
本
古
典
文
学
大
系 

岩
波
書
店 

（
注
六
）
市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』
上
下
よ
り
引
用
。
以
下
『
鉢
か
づ
き
』
『
唐
糸
さ
う
し
』
『
物
く
さ
太
郎
』
『
一
寸
法
師
』
『
浦
島

太
郎
』
を
そ
れ
ぞ
れ
〈
鉢
〉
〈
唐
糸
〉
〈
物
く
さ
〉
〈
一
寸
〉
〈
浦
島
〉
と
記
す
。
上
下
、
ペ
ー
ジ
は
上
記
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。 

 

【
参
考
文
献
】 

渡
辺
実  

（
一
九
九
七
）
『
日
本
語
史
要
説
』
岩
波
書
店 

島
津
久
基
編
校 

（
一
九
三
八
）
『
御
伽
草
子
』
岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 

東
明
雅
校
訂 

（
一
九
五
六)

『
日
本
永
代
蔵
』
岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 

 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

新
村
出
翻
字
天
草
本
『
伊
曾
保
物
語
』
岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 

市
古
貞
次
校
注
『
御
伽
草
子
』
上
下
岩
波
文
庫 

岩
波
書
店 

谷
脇
理
史 

神
保
五
彌 

暉
峻
康
隆
注
／
訳
『
井
原
西
鶴
集
三
』
日
本
古
典
文
学
全
集 

小
学
館 
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一
―
六 

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
に
お
け
る
引
用 

  
１-
６-

１ 

は
じ
め
に 

筆
者
は
日
本
語
に
お
け
る
引
用
構
文
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
『
竹
取
物
語
』
『
土
左
日
記
』
な
ど
の
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
の
例
も
興
味
あ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
、
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。 

ま
ず
、
今
ま
で
引
用
と
い
う
こ
と
を
筆
者
は
次
の
枠
組
み
で
考
え
て
き
た
。 

一 

内
容
を
話
者
が
変
更
を
加
え
ず
に
書
き
表
す 

 

（
一
）
「
と
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 

 
 

 
 

①
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 
 

 
 

②
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 

（
二
）
「
と
て
」
で
内
容
を
受
け
る 

 
 

 
 

①
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
１ 

 
 

 
 

②
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 

（
三
）
「
と
」
も
「
と
て
」
も
使
用
し
な
い 

 
 

 
 

①
Ｖ
１
「
発
話
思
考
内
容
」 

二 

「
発
話
思
考
内
容
」
を
話
者
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
表
す 

 

（
一
）
「
よ
し
」
で
「
発
話
思
考
内
容
」
を
受
け
る 



89 

 

こ
れ
ら
を
仮
にⅠ

グ
ル
ー
プ
と
す
れ
ば
、
引
用
さ
れ
る
内
容
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
括
弧
で
く
く
ら
れ
て
い

な
く
て
も
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
発
話
思
考
内
容
な
の
か
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
引
用
し
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
て

示
す
こ
と
が
で
き
な
いⅡ

グ
ル
ー
プ
も
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。 

 

近
藤
助
五
郎
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
パ
ロ
デ
ィ
版
で
あ
る
。
原
典
を
何
ら
か
の
形
で
引
用
す
る
必

要
が
出
て
く
る
が
、
引
用
の
方
法
はⅠ

グ
ル
ー
プ
と
は
違
う
。
す
な
わ
ち
、
鈎
括
弧
な
ど
で
意
味
の
あ
る
内
容
を
と
り
出
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
ま
た
、
恋
川
好
町
作
『
道
化
百
人
一
首
』
は
、
近
藤
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
引
用
し
な
が
ら
物
語
を
進
め
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
作
者
は
引
用
し
た
内
容
に
庵
点
を
使
っ
て
示
し
な
が
ら
（
た
だ
し
開
始
点
だ
け
）
物
語
を
構
成
し
て
い
る
。 

こ
こ
で
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
引
用
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
引
用
構
文
と
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
」
な

ど
の
文
型
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
発
話
や
思
考
な
ど
の
内
容
を
示
す
も
の
で
、
時
代
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
引
用
」
と
い
う
場
合
、
一
般
的
に
は
古
人
や
他
人
の
言
葉
を
利
用
す
る
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
。
近
藤
清

春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
に
代
表
さ
れ
る
作
品
群
は
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
利
用
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
素
材
と
な

る
元
の
作
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
と
い
う
、
狭
い
意
味
で
の
引
用
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、「
発
話
思
考
内
容
」
を
述
べ
る

場
合
と
は
違
う
側
面
が
観
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
恋
川
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』
は
「
引
用
」
と
「
発
話
思
考
内
容
」
を
区
別
し
て
表
記
し

て
い
る
。 

次
に
『
道
化
百
人
一
首
』
と
い
う
名
前
で
残
さ
れ
て
い
る
数
種
類
の
版
本
の
概
略
を
述
べ
る
。
「
道
化
百
人
一
首
」
に
は
ま
ず
多
種
の

本
が
存
在
す
る
。
現
在
知
ら
れ
て
い
る
本
は
大
別
し
て
Ａ
と
Ｂ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
よ
う
。 

 
 

Ａ 

小
倉
百
人
一
首
の
パ
ロ
デ
ィ
版 
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（
一
）
近
藤
助
五
郎
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
享
保
頃
か 

 
 

 
 

 

他
に
、
赤
本
仕
立
、
鶴
屋
版
、
蔦
屋
版
、
泉
屋
版
な
ど
が
あ
る
。 

（
二
）
そ
の
他
『
教
歌
道
化
百
人
一
首
』
」
勧
善
堂
春
水 

嘉
永
五
年
な
ど 

 
 

Ｂ 

Ａ
（
一
）
を
素
材
と
し
て
、
物
語
と
し
た
も
の 

（
一
）
恋
川
好
町
作
歌
川
豊
国
画
『
大
谷
徳
次
道
化
百
人
一
首
』
寛
政
五
年 

 

古
典
を
元
に
作
ら
れ
た
Ａ
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
中
で
よ
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
作
品
Ａ
（
一
）
を
、
更
に
引
用
し
て
違
う
作
で
あ

る
Ｂ
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
数
種
類
の
異
版
異
種
の
版
本
が
同
じ
『
道
化
百
人
一
首
』
と
い
う
名
前
で
現
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、

江
戸
時
代
を
中
心
に
作
成
さ
れ
た
『
異
種
百
人
一
首
』
と
い
う
名
前
の
、
更
に
大
き
な
群
の
一
角
を
形
成
し
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

人
口
に
膾
炙
し
た
古
典
の
雅
の
世
界
を
素
材
に
し
て
庶
民
の
日
常
的
な
俗
な
る
世
界
に
引
き
ず
り
込
み
、
そ
の
二
重
性
を
も
っ
て
笑
い

の
文
芸
と
な
す
こ
と
は
江
戸
戯
作
の
中
心
的
な
手
法
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
に
加
工
し
て
新
し
い
作
と
な
す
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。 

 

引
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
作
品
群
を
も
整
理
し
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

１-

６-

２ 

近
藤
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』 

 

山
東
京
伝
の
黄
表
紙
『
御
存
商
売
物
』(

一
七
八
二)

）
に
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
並
ん
で
登
場
す
る
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
享
保
年
間

の
作
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
御
存
商
売
物
』
は
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
赤
本
黒
本
が
当
世
風
の
青
本
と
勢
力
争
い
を
す
る
と

い
う
筋
で
物
語
が
展
開
す
る
。
そ
の
時
点
で
流
通
し
て
い
る
出
版
物
が
擬
人
化
さ
れ
、
新
旧
が
争
う
と
い
う
異
類
合
戦
の
類
だ
が
、『
ど
う

け
百
人
一
首
』
は
時
代
遅
れ
の
方
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
こ
の
近
藤
助
五
郎
清
春
画
作
と
言

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
版
元
や
出
版
年
が
違
う
本
が
数
種
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
で
長
く
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
注
一
）
。
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『
御
存
商
売
物
』
に
は
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
一
緒
に
登
場
す
る
が
、
共
に
江
戸
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。
近
藤
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
最
初
の
部
分
を
あ
げ
る
。 

 
 

 
 

 

て
ん
ち
て
ん
わ
う
う
た
に 

 
 

あ
き
の
田
の
か
り
ほ
す
ま
で
は
ひ
よ
り
よ
く
わ
か
こ
ど
も
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん 

 
 

 
 

 

ぢ
と
う
て
ん
王
う
た
に 

 
 

春
過
ぎ
て
な
つ
き
て
み
れ
ば
し
ろ
か
た
び
ら
子
ど
も
ほ
し
か
る
あ
ま
が
か
か
さ
ま 

 
 

 
 

 

か
き
の
も
と
の
人
丸 

 
 

あ
し
び
き
の
山
や
が
う
ど
ん
し
る
も
よ
く
な
が
な
が
し
き
を
ひ
と
り
す
す
ら
ん 

 
 

 
 

 

山
辺
の
あ
か
ひ
と 

 
 

た
び
の
う
ら
に
ふ
み
つ
け
て
み
れ
ば
い
た
づ
ら
な
う
り
の
た
ね
を
ば
つ
つ
み
お
き
つ
つ 

 
 

 
 

 

さ
る
ま
る
た
ゆ
う 

 
 

お
く
さ
ま
の
ふ
ば
こ
ふ
み
わ
り
な
く
し
か
が
ま
ど
ふ
て
い
だ
す
ぜ
に
ぞ
か
な
し
き 

 
 

 
 

 

ち
ゅ
う
な
ご
ん
や
か
も
ち 

 
 

か
さ
さ
し
て
わ
た
せ
る
い
た
に
ほ
す
あ
め
の
し
ろ
き
を
み
れ
ば
こ
ぞ
ふ
き
に
け
り 

表
現
上
の
問
題
と
し
て
本
歌
取
り
、
懸
詞
な
ど
の
技
巧
と
近
接
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
引
用
し
た
元
の
歌
を
ど
の
よ
う
に

し
て
読
者
に
知
ら
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

ま
ず
、
作
者
名
に
は
何
の
変
更
も
加
え
て
い
な
い
。
並
び
順
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
歌
人
の
名
前
が
並
ぶ
だ
け
で
元
歌
を
想
起
す

る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
引
用
を
知
ら
せ
る
手
段
と
し
て
は
複
数
の
共
通
す
る
音
を
な
ぞ
る
。
そ
の
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結
果
、
歌
意
と
は
か
け
は
な
れ
た
俗
な
る
世
界
を
描
き
な
が
ら
元
歌
の
雅
の
世
界
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
落
差
か
ら
来
る
滑
稽
感
を
出
す
。 

 
 

あ
き
の
田
の
か
り
ほ

．
．
．
．
．
．
．
．
す
ま
で
は
ひ
よ
り
よ
く
わ
か
こ

．
．
．
ど
も
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん 

 
 

春
過
ぎ
て
な
つ
き

．
．
．
．
．
．
．
て
み
れ
ば
し
ろ
．
．
か
た
び
ら
子．
ど
も
ほ
．
．
し
か
る
あ
ま
．
．
が
か．
か
さ
ま． 

 
 

あ
し
び
き
の
山

．
．
．
．
．
．
や
が
う
ど
ん
し．
る
も
よ
く
な
が
な
が
し
き
を
ひ
と
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
す
す
ら
ん． 

 
 

た
び
の
う
ら
に

．
．
．
ふ
み
つ
け
て
み
れ
ば

．
．
．
．
い
た
づ
ら
な
う
り
の
た
．
．
ね
を
ば
つ
つ
み
お
き
つ
つ
．
． 

 
 

お
く
．
．
さ
ま
の
ふ
ば
こ
ふ
み
．
．
わ
り
な
く
し
か

．
．
．
．
が
ま
ど
ふ
て
い
だ
す
ぜ
に
ぞ
か
な
し
き

．
．
．
．
． 

 
 

か
さ
さ

．
．
．
し
て
わ
た
せ
る

．
．
．
．
い
た
に
ほ
す
あ
め
の
し
ろ
き
を
み
れ
ば

．
．
．
．
．
．
．
こ
ぞ
ふ
．
．
き
に
け
．
．
る． 

（
傍
点
筆
者
） 

 

Ａ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
違
う
方
法
で
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
『
教
歌
道
化
百
人
一
首
』
の
場
合
は
接
点
と
な
る
音

が
も
っ
と
多
く
な
り
、
意
味
の
あ
る
ま
と
ま
り
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

天
智
天
皇 

 

広
ぶ
た
を
前
に
お
酌
は
手
を
の
ば
し
わ
が
衣
で
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

 
 

持
統
天
皇 

 

苦
し
が
り
質
屋
が
み
せ
に
あ
づ
け
お
き
衣
ほ
す
て
ふ
天
の
か
く
山

．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

 
 

柿
本
人
磨 

 

親
類
の
産
に
女
房
を
て
つ
だ
は
せ
な
が
な
が
し
き
夜
を
ひ
と
り
か
も
ね
む

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

 
 

山
辺
赤
人 
 

焼
芋
の
み
せ
び
ら
き
す
る
そ
の
頃
に
ふ
じ
の
高
嶺
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

 
 

猿
丸
大
夫 

 

小
夜
ふ
け
て
ま
ひ
子
ま
ひ
子
と
よ
び
あ
る
く
声
聞
く
と
き
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

 
 

中
納
言
家
持 

自
身
番
鉄
棒
た
え
て
あ
ん
ど
う
の
白
き
を
み
れ
ば
夜
ぞ
ふ
け
に
け
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

（
傍
点
筆
者
） 

下
の
句
全
体
が
元
歌
そ
の
ま
ま
で
あ
り
何
の
変
更
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
手
法
は
他
に
も
同
名
異
種
の
版
本
で
見
ら
れ
る
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が
、
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
よ
う
に
庶
民
に
定
着
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
意
味
あ
る
内
容
を
そ
の
ま
ま
引

用
す
る
の
で
は
な
く
、
音
の
接
点
を
作
り
引
用
し
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
方
法
は
、
か
る
た
と
し
て
庶
民
に
親
し
ま
れ
た
百
人
一
首
の
場
合
、

非
常
に
わ
か
り
や
す
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
口
頭
で
言
語
遊
戯
を
楽
し
む
例
は
他
に
も
い
く
つ
も
上
げ
ら
れ
る
が
、
文
献
に
も
残
ら
な
い

座
興
と
し
て
の
百
人
一
首
の
パ
ロ
デ
ィ
も
数
多
く
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
庶
民
の
世
界
に
引
き
下
げ

た
パ
ロ
デ
ィ
の
お
も
し
ろ
さ
と
同
時
に
絵
入
り
の
わ
か
り
や
す
さ
も
あ
り
、
江
戸
で
長
く
人
気
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

１-

６-

３ 

恋
川
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』 

 

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
藤
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
（
以
下
『
ど
う
け
』
と
略
す
）
は
音
の
接
点
を
作
っ
て
引
用
し
た
こ
と
を

示
す
方
法
を
使
っ
た
た
め
、
不
自
然
な
と
こ
ろ
や
、
意
味
不
明
な
と
こ
ろ
が
で
き
て
し
ま
う
。
そ
こ
を
逆
手
に
と
っ
て
物
語
に
す
る
と
い

う
更
に
強
引
な
試
み
を
す
る
作
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
恋
川
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』
で
あ
る
。
本
歌
は
も
ち
ろ
ん
、
『
ど
う
け
』
も
人
々

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
の
作
で
あ
る
。
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』
（
以
下
『
道
化
』
と
略
）
で
は
『
ど
う
け
』
を

引
用
し
な
が
ら
物
語
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
本
文
引
用
の
箇
所
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。 

 
 

今
は
む
か
し
小
く
ら
山
の
ほ
と
り
に
で
ん
ぢ
で
ん
ぞ
う
と
い
ふ
百
せ
う
あ
り
も
と
は
で
ん
ぢ
も
お
ほ
く
も
ち
て
村
に
で
も
で
ん
ぢ
を

ゐ
め
や
う
に
よ
ば
れ
た
ほ
ど
の
百
せ
う
な
り
し
が
今
は
や
う
や
う
お
や
こ
三
人
ぐ
ら
し
と
な
り
正
じ
き
い
つ
へ
ん
に
世
を
お
く
り
む

す
め
壱
人
リ
を
た
の
み
に
ふ
う
ふ
と
も
か
せ
ぎ
に
せ
い
を
だ
し 

 
 

「
秋
の
田
の
か
り
ほ
す
ま
で
に
ひ
よ
り
よ
く
我
が
子
共
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん
と
朝
夕
天
と
う
さ
ま
を
お
が
ん
で
く
ら
す
か
う
か
ま

を
ま
へ
に
を
い
て
天
た
う
様
を
お
が
む
所
は
け
し
の
介
が
お
ち
ゃ
と
う
を
す
る
と
い
ふ
み
だ
が
こ
れ
も
子
ど
も
ら
を
ま
め
で
と
つ
く

り
に
そ
だ
て
た
い
は
つ
か
り
で
ご
ざ
い 
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『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
歌
が
「
引
用
内
容
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
『
ど
う
け
』
と
『
道
化
』
は
、
テ
キ
ス
ト
の
引
用
の
方
法
が

違
う
。
『
道
化
』
で
は
は
っ
き
り
鍵
括
弧
（
庵
点
）
を
使
っ
て
引
用
し
て
い
る
。
本
文
の
中
に
ど
の
よ
う
に
和
歌
を
取
り
込
ん
で
い
る
の

か
、
そ
の
形
態
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

①
「
ど
う
け
の
歌
」
と
Ｖ
２ 

（
四
四
例
） 

 
 

 
 

「
」
と
お
が
む 
「
」
と
た
の
み 

「
」
と
思
ふ 

「
」
と
お
っ
ぱ
し
ら
か
さ
る
る 

 
 

 

「
」
と
し
の
ば
せ
る 
「
」
と
い
ほ
と
し
が
る 

「
」
と
げ
び
ぞ
う
を
し
て 

 
 

 

「
」
と
よ
ろ
こ
び 

「
」
と
の
み
か
け
る 

「
」
と
さ
い
つ
お
さ
え
つ
す
る 

 
 

 

「
」
と
ず
ぶ
ろ
く
に
な
る 

「
」
と
い
ひ
だ
す 

「
」
と
た
ち
い
ず 

 
 

 

「
」
と
き
こ
ゆ 

「
」
と
な
き
つ
ら
を
す
る 

「
」
と
い
い
か
は
す 

「
」
と
い
ふ 

 
 

 

「
」
と
か
よ
ひ
か
け
る 

「
」
と
し
ゃ
れ
の
め
す 
「
」
と
で
る 

「
」
と
な
る 

 
 

 

「
」
と
う
る 

「
」
と
で
か
け
る 

「
」
と
ま
ど
つ
き 
「
」
と
し
る 

 
 

 

「
」
と
は
じ
め 

「
」
と
言
ふ 

「
」
と
い
い
つ
の
る 

「
」
お
ひ
い
だ
す 

 
 

 

「
」
と
よ
む 

「
」
と
は
ん
じ
ょ
う
す
る 

「
」
と
つ
れ
て
く
る 

「
」
と
は
い
る 

 
 

 

「
」
と
さ
し
か
か
る 

「
」
と
た
ず
ぬ 

「
」
と
鉄
砲
を
撃
つ 

「
」
と
に
く
む 

 
 

 

「
」
と
ぬ
れ
か
け
る 

「
」
と
く
ら
す 

「
」
と
き
を
も
む 

「
」
と
な
り 

 
 

 

「
」
と
な
る 

「
」
と
よ
ぶ 

「
」
と
よ
む 

 

 

②
「
ど
う
け
の
歌
」
と
て
Ｖ
２
（
一
例
） 

 
 

 

「
」
と
て
り
ょ
う
り
す
る
の
も
の
い
れ
ば 
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③
引
用
内
容
が
そ
の
ま
ま
示
さ
れ
て
い
る
も
の
（
九
例
） 

次
に
「
『
引
用
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
動
詞
を
も
う
一
度
見
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

い
ふ
４
／
い
ひ
か
わ
す
／
し
ゃ
れ
の
め
す
／
い
ひ
つ
の
る
／
よ
む
２
／
た
づ
ぬ
７
／
た
の
む
／
お
も
ふ
／
き
こ
ゆ
／
よ
ぶ
／
し
る
／
お
が
む
／
の
む
／
た
ち
い
ず
／
で
る
／

う
／
は
じ
む
／
な
ぶ
る
／
つ
れ
て
く
る
／
は
い
る
／
う
つ
／
お
い
い
だ
す
／
ぬ
れ
か
く
／
な
き
つ
ら
を
す
／ 

の
み
か
く
／
お
っ
ぱ
ら
か
さ
る
／
し
の
ぶ
／
す
る
／
は
ん
じ

ょ
う
す
る
／
か
よ
ふ
／
な
る
／
い
と
し
が
る
／
よ
ろ
こ
ぶ
／
き
を
も
む
／
ま
ど
つ
く
／
に
く
む 

発
話
思
考
の
類
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然
だ
が
、「
か
よ
ふ
」
の
よ
う
に
、
発
話
も
思
考
も
入
り
込
め
そ
う
に
な
い
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
。 

 
 

「
夜
も
す
が
ら
や
と
お
も
ふ
ま
で
は
あ
ん
じ
し
か
あ
め
の
ふ
る
さ
へ
つ
れ
な
か
り
け
る
」
と
か
よ
ひ
か
け 

 
 

「
神
楽
ま
う
み
こ
の
乙
女
は
心
あ
ら
ば
い
ま
ひ
と
さ
し
の
は
つ
ほ
ま
た
な
ん
」
と
よ
っ
ぽ
ど
の
ぜ
に
に
な
り
け
れ
ど
も 

ま
た
、
「
と
て
」
は
一
例
だ
け
あ
っ
た
が
、
「
と
」
と
「
と
て
」
と
の
意
識
の
違
い
が
窺
え
る
。 

 
 

そ
の
日
の
客
人
す
み
け
れ
ば
あ
と
は
家
内
の
男
ど
も
、
う
ち
ま
じ
り
て
の
大
は
ぎ
。「
あ
じ
み
て
の
の
ち
の
こ
は
だ
に
く
ら
ぶ
れ
ば
い

わ
し
は
ぬ
た
で
の
む
は
さ
け
な
り
」
と
て
り
ょ
う
り
す
る
も
の
い
れ
ば
、「
あ
て
ら
る
る
み
を
も
と
は
ず
く
ら
い
て
し
人
の
か
ん
し
ゅ

の
お
し
く
も
あ
る
か
な
」
と
の
み
か
け
る
や
つ
も
あ
り
。 

前
者
は
「
と
言
っ
て
」
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
は
「
そ
の
よ
う
な
様
子
で
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
引
用
内
容
は
「
と
」
で
受

け
て
動
詞
に
つ
な
が
る
が
、
そ
の
動
詞
の
状
態
を
説
明
す
る
連
用
修
飾
語
、
た
と
え
ば
擬
態
語
擬
声
語
の
「
と
」
に
近
い
と
考
え
た
方
が

納
得
で
き
る
。 

 
 

い
ぬ
は
わ
ん
わ
ん
と
か
け
ま
は
れ
ば
餅
は
あ
ん
あ
ん
と
転
げ
回
る
。 
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１-

６-

４ 

お
わ
り
に 

 
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
引
用
を
考
え
る
枠
組
み
を
次
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
。 

 

一 
意
味
の
あ
る
内
容
を
取
り
出
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る 

 
 

１ 

内
容
を
話
者
が
変
更
を
加
え
ず
に
書
き
表
す 

 
 

 
(

一)

「
と
」
で
内
容
を
受
け
る 

 
 

 
 

①
「
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 
 

 
 

②
Ｖ
１
「
内
容
」
と
Ｖ
２ 

 
 

 
(

二)

「
と
て
」
で
内
容
を
受
け
る 

 
 

 
 

①
「
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 
 

 
 

②
Ｖ
１
「
内
容
」
と
て
Ｖ
２ 

 
 

 
(

三)

「
と
」
も
「
と
て
」
使
用
し
な
い 

 
 

 
 

①
Ｖ
１
「
内
容
」 

 
 

 
 

②
「
内
容
」 

 
 

２ 

内
容
を
話
者
の
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
表
す 

 
 

 
(

一)

「
よ
し
」
で
内
容
を
受
け
る 

 

二 

意
味
あ
る
内
容
を
取
り
出
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
な
い 

 
 

１ 

音
の
類
似
に
よ
り
引
用
し
た
内
容
を
示
す 

 
 

２ 

視
覚
的
に
引
用
し
た
内
容
を
示
す
。 
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ま
た
引
用
を
受
け
る
格
助
詞
「
と
」
だ
が
、
引
用
節
と
そ
れ
を
受
け
る
動
詞
と
の
間
に
は
発
話
思
考
が
伴
わ
な
い
も
の
も
可
能
で
あ
る
。

特
に
草
双
紙
で
は
「
言
っ
た
」
と
か
「
思
っ
た
」
と
か
記
さ
な
く
て
も
発
話
の
内
容
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
。
と
り
た
て
て
発
話
思
考
の

動
詞
は
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
「
『
引
用
内
容
』
と
Ｖ
２
」
と
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
状
態
で
何
か
が
行
わ
れ
た
と
い
う
状
態
説
明
の

例
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
ほ
か
の
例
に
あ
た
っ
て
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
。 

 

【
注
】 

（
注
一
）
木
村
八
重
子
「
道
化
百
人
一
首
」
『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（
一
九
八
三
）
岩
波
書
店 

 

【
参
考
文
献
】 

吉
田
幸
一
（
一
九
七
二
）
「
異
種
百
人
一
首
」
『
別
冊
太
陽
』
平
凡
社 

谷
川
健
一
高
取
正
雄
（
一
九
八
二
）
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
三
〇
巻 

三
一
書
房 

木
村
八
重
子
（
二
〇
〇
九
）
『
草
双
紙
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社 
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一
―
七 

引
用
形
式
と
し
て
の
「
吹
き
出
し
」 

～
草
双
紙
に
お
け
る
表
現
を
中
心
に
し
て 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１-

７-
１ 

は
じ
め
に 

 
 

「
吹
き
出
し
」
と
は
、
何
か
か
ら
吹
き
出
し
た
も
の
を
線
と
し
、
そ
の
中
に
何
か
を
書
き
入
れ
、
特
別
な
空
間
を
表
現
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。 

 

現
代
で
言
う
漫
画
の
「
吹
き
出
し
」
に
は
人
物
の
発
話
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
草
双
紙
に
お
い
て
は
、
「
吹
き
出
し
」
が
多
用
さ
れ

て
い
た
も
の
の
、
書
き
込
ま
れ
る
も
の
は
現
代
に
お
け
る
漫
画
の
「
吹
き
出
し
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
黄
表
紙
の
嚆
矢
と
さ
れ

る
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』（
恋
川
春
町
画
作
一
七
七
五
）
に
お
け
る
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
吹
き

出
し
」
は
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
以
前
の
黒
本
な
ど
の
草
双
紙
や
上
方
子
供
絵
本
な
ど
で
も
広
く
使
用
さ
れ
、
そ
の
形
態
に
も
表
現
に
も

多
様
な
広
が
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
が
い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
た
の
か
不
明
だ
が
、
奥
村
政
信
の
「
浮
世
画
帖
」

に
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
絵
師
が
用
い
始
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
推
測
す
る
。 

 
 

こ
こ
で
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
黒
本
黄
表
紙
な
ど
草
双
紙
の
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
吹
き
出
し
」
で
限
定
さ
れ

た
空
間
に
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

１-

７-

２ 

「
吹
き
出
し
」
と
は 

 
 

「
吹
き
出
し
」
と
は
、
何
か
が
ど
こ
か
か
ら
勢
い
よ
く
吹
き
出
す
こ
と
を
表
現
し
た
線
で
あ
る
。
何
か
が
、
ど
こ
か
か
ら
吹
き
出
し
て
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い
て
も
そ
の
す
べ
て
が
こ
こ
で
言
う
「
吹
き
出
し
」
と
し
て
扱
う
わ
け
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
を
考
察
の
対
象
と
す
る
の
か
迷
う
場
合
も

出
て
く
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、
「
吹
き
出
し
」
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

第
一
に
、
ど
こ
か
か
ら
何
か
が
吹
き
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
起
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
山
か
ら
噴
煙
が
上
が
り
、
貝

か
ら
潮
が
吹
き
上
が
る
。
人
間
の
首
か
ら
血
潮
が
吹
き
出
し
、
蟹
は
泡
を
吹
き
出
す
。
あ
る
場
所
を
起
点
と
し
、
何
か
が
吹
き
出
す
様
子

が
線
で
表
現
さ
れ
る
。
実
際
に
は
現
実
に
は
何
も
吹
き
出
す
は
ず
の
な
い
手
紙
や
扇
子
や
鏡
な
ど
か
ら
も
、
「
吹
き
出
し
」
の
線
が
描
か

れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
起
点
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

吹
き
出
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
下
か
ら
上
に
と
い
う
方
向
性
も
考
え
に
入
れ
た
い
。
似
た
よ
う
な
も
の
に
「
雲
」
の
表
現
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
上
か
ら
下
に
、
と
い
う
方
向
が
あ
る
と
同
時
に
、
起
点
の
は
っ
き
り
し
な
い
線
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
吹
き
出
し
」

は
ど
こ
か
か
ら
吹
き
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
雲
は
空
間
に
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
吹
き
出
し
」
と
は
区
別
し
、
考
察
の

対
象
か
ら
外
し
た
。 

 
 

第
二
の
条
件
と
し
て
、
「
吹
き
出
し
」
の
線
が
囲
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
吹
き
出
す
の
で
あ
る
か
ら
起
点
か
ら
吹
き
出
す
よ

う
に
線
が
描
か
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
線
が
囲
み
の
線
と
な
り
、
本
来
物
語
が
進
行
す
る
時
間
や
空
間
と
は
異
次
元
の
世
界
を
作

り
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
囲
み
の
線
は
、
単
線
か
複
線
か
は
問
わ
な
い
。
起
点
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
吹
き
出
す
囲
み
の
線
が
あ
る

と
二
つ
を
条
件
と
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。 

 

第
三
と
し
て
、
そ
の
囲
み
の
中
に
本
来
あ
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
条
件
と
す
る
。
菱
川
師
宣

『
人
間
不
禮
考
』
（
延
宝
八
年
一
六
八
〇
）
に
は
放
屁
合
戦
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
さ
す
が
に
放
屁
の
場
面
で
は
起
点
か
ら
勢
い

よ
く
吹
き
出
す
線
は
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
た
だ
何
か
が
噴
出
し
て
い
る
こ
と
だ
け
描
か
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
起
点
が
あ
り
そ
こ

か
ら
噴
出
す
る
線
が
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
吹
き
出
し
」
と
は
言
わ
な
い
。
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
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（
唐
来
参
和
作
一
七
八
九
）
で
は
山
の
頂
上
か
ら
上
る
噴
煙
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
本
来
あ
る
は
ず
の
な
い
小
判
が
そ
こ
に
は
書
き
込
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
作
者
が
あ
る
表
現
意
図
を
持
っ
て
書
き
込
ん
だ
「
吹
き
出
し
」
で
あ
る
と
考
え
、
考
察
の
対
象
と
す
る
。
山
か

ら
噴
煙
が
上
が
り
、
そ
れ
が
「
吹
き
出
し
」
の
線
と
な
っ
て
い
て
も
、
そ
こ
に
火
山
の
爆
発
の
様
子
が
描
か
れ
る
だ
け
で
は
単
な
る
情
景

描
写
と
見
て
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。 

 

『
孔
子
縞
時
藍
染
』（
山
東
京
伝
画
作
寛
政
元
年
一
七
八
九
）
に
味
噌
を
焼
く
場
面
が
あ
り
火
鉢
か
ら
煙
が
立
ち
上
っ
て
い
る
が
、
そ
の

煙
の
線
の
中
に
は
文
字
も
絵
も
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
煙
が
立
ち
昇
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
「
吹
き
出
し
」

と
は
言
わ
な
い
。
黒
本
黄
表
紙
で
あ
っ
て
も
、
何
か
が
吹
き
上
が
っ
て
い
る
囲
み
の
線
の
中
に
、
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
場
合
と
何
か
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
何
か
を
起
点
と
し
て
吹
き
上
げ
た
も
の
が
囲
み
の
線
を
作
り
、
そ
の
中
に
本
来
あ
る
は

ず
の
な
い
絵
や
言
葉
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
を
対
象
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

１-

７-

３ 

ど
こ
か
ら
吹
き
出
す
か 

 
 

ま
ず
、
ど
こ
か
ら
吹
き
出
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
整
理
し
て
み
よ
う
。
例
が
複
数
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
は
一
つ
だ
け
作
品
名
を

挙
げ
る
の
み
に
止
め
る
。 

Ａ 
 

人
間
以
外 

 
 

 
 

 

一
、 

動
物 

 
 
 

 
 

①
蛤 

 
 

『
舌
切
り
雀
』 

 
 

  
 

 

鳥
居
清
満 

 

刊
年
不
明 

②
蜆 

 
 

『
料
理
こ
ん
立
狐
の
ふ
る
舞
娘
伽
草
子
』 

丈
阿 

 
 

一
七
六
八 

明
和
五
年 

 

③
蟹 

 
 

『
頼
朝
一
代
記
』 

 
  

 
 

作
者
不
明 

 

一
七
四
四 

延
享
元
年 
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④
鱶 

 
 

『
胎
中
国
鱶
の
眠
』 

 
 

蝙
蝠
軒 

 
 

 
 

 
 

一
七
九
二 
 

 

寛
政
四
年 

⑤
兔 

 
  

『
親
敵
打
腹
鼓
』
」 

 
 

朋
誠
堂
喜
三
二  

一
七
七
七 

安
永
六
年 

 

⑥
狐 

 
  

『
玉
づ
く
し
』 

 
 

作
者
不
明 

 

一
七
七
四 

 

安
永
三
年 

 
 

 

二
、 
物 

 
 
 

 
 

①
手
紙  

 

『
心
学
早
染
草
』 

 
 

山
東
京
伝
作 

 

一
七
九
〇 

寛
政
二
年 

②
徳
利 

『
的
中
地
本
問
屋
』 

 
 

十
返
舎
一
九
画
作 

一
八
〇
二 

享
和
二
年 

 

③
瓢
箪 

『
絵
本
御
伽
張
』 

 
 

画
作
者
不
明 

 

一
七
六
三 

宝
暦
一
三
年 

④
箱 

 
 

『
浦
島
七
世
孫
』 

 
 

鳥
居
清
重
画 

 

一
七
五
八 

宝
暦
八
年 

 
 

⑤
扇 

 

『
玉
尽
く
し
』 

 
 

画
作
者
不
明 

 

一
七
七
四 

安
永
三
年 

 
 

 
 

⑥
袋 

 
  

『
三
代
菅
笠
』 

 
 

富
川
房
信
画
作 

 

一
七
七
一 

明
和
八
年 

 

⑦
火
鉢  

『
南
陀
羅
法
師
柿
種
』 

 
朋
誠
堂
喜
三
二
作 

一
七
七
七 

安
永
六
年 

⑧
手
水
鉢
『
福
神
目
出
度
揃
』 

 
 

富
川
房
信
画
作  

一
七
七
二 

安
永
元
年 

 

⑨
位
牌  

 

『
八
百
屋
お
七
恋
藤
巴
』 

 

鳥
居
清
満
画 

 

一
七
七
二 

安
永
元
年 

⑩
包
丁  

 

『
的
中
地
本
問
屋
』 

 
 

十
返
舎
一
九
画
作 

一
八
〇
二 

享
和
二
年 

⑪
薬
缶 

 

『
功
薬
灌
平
』 

 
 
 

 
  

 

鳥
居
清
経 

 
 

 
  

一
七
七
二 

 
 

 

安
永
元
年 

⑫
炉 

 
 

『
三
国
伝
来
無
匂
線
香
』 

 

山
東
京
伝
作 

 
  

一
七
八
五 

 
 

天
明
五
年 

⑬
鏡 

 
  

 

『
会
通
己
惣
照
子
』 

 
 

 

山
東
京
伝
作 

 
  

一
七
八
八 

 
 

天
明
八
年 

⑭
財
布  

 

『
堪
忍
袋
緒
〆
善
魂
』 

 

山
東
京
伝
作 

 
  

一
七
九
三 

 
 

寛
政
五
年 
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⑮
煙
管  

『
会
通
己
惣
照
子
』 

 
 
 

 
 

山
東
京
伝
作 

 
 

 

一
七
八
八 

 
 

天
明
八
年 

 
 

 
 

三
． 

場
所 

 
 

 

①
神
社 

 
『
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
』 

 
 

 
 

 

富
川
房
信
画
作 

 
 

刊
年
不
明 

②
庭
の
穴
『
金
平
手
柄
尽
く
し
』 

 
 

画
作
者
不
明 

 
 

 

刊
年
不
明 

③
草
む
ら
『
軍
法
伊
沢
硯
』 

 
 
 
 

 
 

富
川
吟
雪
画
作 
 

一
七
七
五 

 
 

安
永
四
年 

④
井
戸 

 

『
鉢
か
つ
ぎ
嫩
振
り
袖
』 

 

鳥
居
清
経
画 

 
  

一
七
六
五 

 
 

明
和
二
年 

⑤
塚 

 
 
 

『
恋
塚
物
語
』 

 
 

 
 

鳥
居
清
満
画 

 

刊
年
不
明 

⑥
山 

 
 
 

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』 

 
 

 

唐
来
参
和 

 
 

 
 

 
 

一
七
七
六 

 
 

安
永
五
年 

⑦
部
屋 

 

『
不
案
配
即
席
料
理
』 

 
 

 

山
東
京
伝
作 

 

一
七
八
四 

天
明
四
年 

 

⑧
錆
水 

 

『
絵
本
浮
世
揃
』 

 
 

 
 

 

不
明 

Ｂ 

人
間 

①
頭 

 
 

『
皐
下
旬
虫
干
曽
我
』 

 
 

 

山
東
京
伝 

 
 

 
 

一
七
九
三 

寛
政
五
年 

②
口 

 
  

『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』 

 
 

恋
川
春
町 

 

一
七
七
六 

安
永
五
年 

 

③
首 

 
  

『
鎮
西
為
朝
行
状
記
』 

 
 

画
作
者
不
明 

 

一
七
七
〇 

明
和
七
年 

 
 

 

④
背
中 

『
吉
麿
妹
背
玉
手
箱
』  

 
 

画
作
者
不
明 

 
一
七
六
四 

明
和
元
年 

 

⑤
胸 

 
 

『
通
俗
三
国
志
』 

 
 

 

鳥
居
清
満
画
作 

 
 

 
 

 

一
七
六
〇 

宝
暦
十
年 

⑥
心
臓 

『
十
四
傾
城
腹
内
』 

 
 

芝
全
交
作
北
尾
重
政
画 

一
七
九
三 

寛
政
五
年 

 

⑦
臍 

 
 

『
笑
話
於
臍
茶
』 

 
 

 

山
東
京
伝
画
作  

一
七
七
五 
安
永
四
年 
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ど
こ
か
ら
吹
き
出
す
か
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
、
人
間
か
否
か
に
分
け
ら
れ
る
。
人
間
の
場
合
は
上
か
ら
頭
、
口
、
首
、
背
中
、
胸
、

心
臓
、
臍
と
あ
る
が
、
起
点
が
上
半
身
に
限
ら
れ
下
半
身
は
な
い
。
「
吹
き
出
し
」
の
起
点
と
な
る
の
は
首
か
胸
、
或
い
は
背
中
か
、
は

っ
き
り
し
な
い
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
は
「
何
を
」
と
い
う
点
で
、「
夢
」
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
に
関
係
が
あ
る
ら
し
い
。
首
か

胸
か
背
中
か
は
っ
き
り
と
識
別
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
近
い
と
思
わ
れ
る
所
に
分
類
し
て
み
た
。
そ
れ
に
比
し
て
、
頭
が
起
点
に
な

っ
て
い
る
絵
は
数
例
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
夢
は
首
か
ら
胸
の
あ
た
り
で
見
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

口
か
ら
の
場
合
は
呼
吸
す
る
機
能
を
持
つ
口
、
或
い
は
嘔
吐
す
る
口
で
あ
り
、
言
葉
を
話
す
機
能
を
持
つ
口
で
は
な
い
。 

『
懐
胎
誕
生
薬
』
で
は
画
面
中
央
に
婿
が
算
盤
を
片
手
に
ま
ど
ろ
む
姿
が
あ
り
「
吹
き
出
し
」
に
「
胎
内
と
つ
き
を
夢
の
う
ち
に
見
る
」

と
「
吹
き
出
し
」
内
に
あ
り
、
「
吹
き
出
し
」
外
に
「
こ
れ
眠
た
い
こ
と
の
」
と
婿
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
は
「
吹
き
出
し
」

に
絵
が
な
く
文
字
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
数
少
な
い
例
で
あ
る
が
、
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
人
物
の
発
話
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と

が
は
っ
き
り
わ
か
る
例
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
例
で
、
河
鍋
暁
斎
（
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
明
治
三
年
）
の
戯
画
に
は
人
物
か

ら
の
「
吹
き
出
し
」
の
起
点
が
口
で
、
中
に
発
話
内
容
が
絵
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
江
戸
の
草
双
紙
に
は
は

っ
き
り
と
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

 

人
間
以
外
で
見
て
み
る
と
、
貝
類
の
汐
、
香
炉
の
煙
、
な
ど
は
実
際
に
吹
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
線
は
描
か
れ
る
の
は

当
然
で
あ
る
。
特
に
蛤
（
『
舌
切
り
雀
』
鳥
居
清
満
刊
年
不
明
）
は
伝
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
吹
き
出
し
」
を
使
っ
て
表
現
し
や
す
い
題
材

で
あ
る
し
、
小
判
が
吹
き
出
す
手
水
鉢
（
『
福
神
目
出
度
揃
』
富
川
房
信
画
作
一
七
七
二
年
安
永
元
年
）
の
よ
う
に
当
時
の
人
々
に
良
く
知

ら
れ
た
歌
舞
伎
の
一
場
面
か
ら
書
き
込
む
例
も
見
ら
れ
る
。
浦
島
太
郎
の
玉
手
箱
、
火
鉢
な
ど
も
何
か
が
吹
き
出
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と

と
し
て
違
和
感
は
な
い
。 

 

し
か
し
、
実
際
に
吹
き
出
す
こ
と
が
な
く
て
も
、
「
吹
き
出
し
」
の
線
で
囲
ま
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
例
は
多
い
。
扇
、
鏡
、
手
紙
な
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ど
は
実
際
に
は
何
も
吹
き
出
し
よ
う
が
な
い
。
人
間
が
切
断
さ
れ
れ
ば
血
が
吹
き
出
す
も
の
の
、
夢
な
ど
は
外
か
ら
見
え
る
形
で
実
際
に

吹
き
出
し
た
り
は
し
な
い
。
場
所
で
も
実
際
に
火
山
か
ら
は
噴
煙
が
上
が
る
が
、
草
む
ら
か
ら
は
何
も
吹
き
出
し
た
り
は
し
て
い
な
い
。

吹
き
出
し
て
い
る
と
見
な
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
吹
き
出
し
」
は
現
実
と
し
て
ま
さ
に
吹
き
出
す
も
の
に
由
来
し
、
そ
れ
が

「
吹
き
出
し
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
何
も
吹
き
出
さ
な
い
も
の
が
起
点
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
吹
き
出
し
て
い
る
と

み
な
し
て
の
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

１-

７-

４ 

「
吹
き
出
し
」
の
線 

「
吹
き
出
し
」
の
線
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。 

 
 

Ａ 
 

複
線
の
「
吹
き
出
し
」 

 
 

 
 

 
 

①
「
吹
き
出
し
」
が
複
線
で
書
か
れ
て
い
る 

 
 

 
 
 

 

『
金
々
先
生
栄
花
夢
』  

 

恋
川
春
町
画
作  

一
七
七
五 

 
 

安
永
五
年 

 
 

 
 

Ｂ 
 

単
線
の
「
吹
き
出
し
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

① 
 

一
つ
の
起
点
か
ら
「
吹
き
出
し
」
が
単
線
で
書
か
れ
て
い
る
。 

『
西
行
法
師
一
代
記
』 

 
 

 
 

画
作
者
不
明 

  

刊
年
不
明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

② 
 

二
～
数
箇
所
を
起
点
と
し
て
同
一
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

『
住
吉
麿
妹
背
玉
手
箱
』 

 

作
者
不
明 

 

一
七
六
四 

明
和
元
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

③ 
 

 

一
つ
の
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
い
く
つ
か
の
場
面
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

『
御
存
知
商
売
物
』 

 
 

山
東
京
伝
画
作  
一
七
八
二 

天
明
二
年 
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④ 
 

 

「
吹
き
出
し
」
が
物
語
の
入
り
口
を
示
し
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

『
浮
世
楽
介
一
盃
夢
』 

富
川
房
信
作 

 

一
七
六
四 

 

明
和
元
年 

 

 
 

「
吹
き
出
し
」
の
起
点
近
く
に
注
目
し
て
み
る
と
、
く
る
り
と
円
を
描
く
よ
う
に
か
か
れ
た
も
の
、
結
び
目
の
よ
う
な
も
の
な
ど
あ
る
。

現
在
の
漫
画
の
「
吹
き
出
し
」
は
、
上
も
閉
じ
ら
れ
た
囲
み
の
線
も
あ
る
が
、
草
双
紙
の
場
合
は
何
か
を
起
点
と
し
て
上
か
横
が
必
ず
開

い
て
い
る
。
閉
じ
ら
れ
て
袋
状
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
ま
だ
見
た
こ
と
が
な
い
。 

 

「
吹
き
出
し
」
の
線
は
複
線
で
あ
っ
た
り
単
線
で
あ
っ
た
り
す
る
。
何
か
か
ら
実
際
に
勢
い
良
く
吹
き
出
す
場
合
は
、
当
然
な
が
ら
複
数

の
線
に
な
る
。
例
え
ば
、
線
香
の
煙
や
手
水
鉢
の
水
、
山
の
噴
煙
、
浦
島
の
玉
手
箱
か
ら
立
ち
上
る
煙
、
切
ら
れ
た
胴
か
ら
噴
出
す
る
血

な
ど
の
吹
き
出
し
は
ま
さ
に
勢
い
よ
く
吹
き
出
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
複
線
で
あ
る
。
目
に
見
え
て
吹
き
出
し
て
い
な
く
て
も
、
複
線
に

な
る
場
合
が
あ
る
。
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
場
合
は
、
夢
の
場
面
で
の
「
吹
き
出
し
」
は
複
線
で
あ
る
。 

 

夢
の
場
合
、
二
人
乃
至
数
人
が
同
じ
夢
を
見
た
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
か
ら
「
吹
き
出
し
」
が
出
て
、
繋

が
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
夫
婦
で
あ
れ
ば
夫
と
妻
の
首
の
当
た
り
を
起
点
と
し
て
「
吹
き
出
し
」
が
描
か
れ
、
何
か
が
現
れ
て
「
子

を
授
け
る
」
と
告
げ
、
夫
婦
は
目
が
覚
め
、
そ
の
後
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
言
っ
た
展
開
に
な
る
（
『
住
吉
麿
妹
背
玉
手
箱
』
明
和
元
年

一
七
六
四
）
。
こ
の
、
二
人
乃
至
数
人
を
起
点
と
描
か
れ
る
「
吹
き
出
し
」
は
、
物
語
の
展
開
と
し
て
夢
が
一
つ
の
転
機
と
な
り
そ
の
後
の

人
物
の
行
動
を
規
定
す
る
と
い
う
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。
西
郷
（
一
九
九
三
）
は
二
人
同
夢
、
三
人
同
夢
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

草
双
紙
で
は
二
人
～
五
人
を
吹
き
出
し
で
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
同
夢
で
あ
る
こ
と
を
図
示
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。 

「
吹
き
出
し
」
が
物
語
の
入
り
口
で
次
の
場
面
か
ら
は
夢
の
中
と
言
っ
た
構
成
は
富
川
房
信
の
『
浮
世
楽
助
一
盃
夢
』
に
も
見
ら
れ
る
。

『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
は
夢
の
入
り
口
に
向
か
っ
て
「
吹
き
出
し
」
の
線
が
開
か
れ
て
い
る
。
『
御
存
知
商
売
物
』
（
山
東
京
伝
画
作
一

七
八
二
）
は
一
丁
裏
と
二
丁
表
の
見
開
き
を
使
っ
て
作
者
が
机
に
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
寝
入
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、「
吹
き
出
し
」
は
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真
ん
中
で
分
割
さ
れ
二
画
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
冒
頭
の
「
吹
き
出
し
」
の
中
で
話
が
進
み
、
次
の
場
面
か
ら
は
「
吹
き
出
し
」

の
中
の
話
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
１-
７-

５ 

「
吹
き
出
し
」
の
中
に
何
が
描
か
れ
る
か 

「
吹
き
出
し
」
と
し
て
書
か
れ
た
囲
み
の
線
の
中
に
何
が
書
か
れ
る
か
。
ま
ず
絵
が
主
体
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
説
明
に
文
字
が
書
き
込
ま

れ
る
こ
と
を
あ
げ
た
い
。 

 

絵
が
あ
っ
て
詞
が
な
い
場
合
は
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
逆
の
場
合
は
稀
で
あ
る
。
「
吹
き
出
し
」
の
空
間
は
詞
を
書
き
込
む
た
め
の
も
の

で
は
な
く
て
、
絵
を
書
き
込
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
発
話
は
赤
本
『
た
だ
と
る
や
ま
の

ほ
と
と
ぎ
す
』
で
も
、
当
該
の
人
物
の
近
く
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
黒
本
、
黄
表
紙
と
時
代
が
下
っ
て
き
て
も
其
の
様
式
は
保
た
れ
て

い
る
。 

 
 

で
は
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
ど
ん
な
絵
が
描
き
込
ま
れ
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

①
神
仏 

 
 

『
開
帳
利
益
札
遊
合
』  

山
東
京
伝 

 

一
七
七
〇 

 

明
和
七
年 

②
亡
霊 

 
 

『
「
八
百
屋
お
七
恋
藤
巴
』 

 

鳥
居
清
満
画 

 
 

 
 

一
七
七
二 

 

安
永
元
年 

 

③
怨
霊 

 
 

『
鎮
西
為
朝
行
状
記
』  

画
作
者
不
明 

 
 

 
 

一
七
七
〇 

 

明
和
七
年 

 
 

 
 

④
化
け
物 

 

『｢

玉
尽
く
し
』 

 

画
作
者
不
明 

 
 

 
 

一
七
七
四 

 

安
永
三
年 

 
 

⑤
蜃
気
楼 

 

『
料
理
こ
ん
立
狐
の
ふ
る
舞
娘
御
伽
草
子
』
丈
阿 

一
七
六
八 

 

明
和
五
年 

 

⑥
幻 

 
 
 

 

『
三
国
伝
来
無
匂
線
香
』 

 
 

 

山
東
京
伝 

 
 

 
 

一
七
八
五 

 

天
明
五
年 

 

⑦
夢 

 
 
 

 

『
風
流
邯
鄲
枕
』 

 
 

 
 

 

不
明 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

不
明 
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⑧
心
象
風
景 

 

『
心
学
早
染
草
』 

 

山
東
京
伝
作
政
美
画 

一
七
九
〇 

 

寛
政
二
年 

⑨
イ
メ
ー
ジ 

 

『
的
中
地
本
問
屋
』 

 
  

十
返
舎
一
九 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
〇
二 

 

享
和
二
年 

 
 

『
玉
つ
く
し
』
（
赤
本
、
刊
年
不
明
、
『
近
世
子
ど
も
絵
本
集
』
所
収
）
に
は
嫁
入
り
を
前
に
し
た
鼠
の
娘
が
嫁
入
り
す
る
と
こ
ろ
を

夢
想
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
胸
か
ら
の
「
吹
き
出
し
」
に
は
花
嫁
行
列
が
描
か
れ
、
嫁
入
り
、
初
花
を
夢
に
と
あ
る
。
脚
注
に
、「
左
奥

の
娘
の
胸
か
ら
吹
き
出
し
の
形
に
描
か
れ
る
の
は
、
夢
中
の
出
来
事
や
、
心
中
の
想
い
等
を
表
現
す
る
絵
草
紙
の
パ
タ
ー
ン
」
と
あ
る
が
、

「
吹
き
出
し
」
と
言
え
ば
夢
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
黒
本
時
代
か
ら
強
く
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
夫
婦
や
兄
弟
な

ど
が
同
じ
夢
を
見
る
ば
あ
い
に
、
繋
が
っ
た
「
吹
き
出
し
」
で
表
現
さ
れ
る
な
ど
、
夢
の
場
面
で
の
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
は
黒
本
時
代

か
ら
の
常
套
手
段
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
更
に
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
印
象
が
強
烈
だ
っ
た
た
め
か
、
黄
表
紙
と
言
え
ば
夢
の
趣
向
と

い
わ
れ
る
ぐ
ら
い
に
多
用
さ
れ
、
複
雑
化
し
て
い
く
。 

 

神
仏
も
夢
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
『
開
帳
利
益
札
遊
合
』
で
は
煙
と
と
も
に
守
護
神
が
描
か
れ
る
。
神
仏
は
『
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
』
（
富

川
房
信
画
作
刊
年
不
明
）
の
よ
う
に
「
吹
き
出
し
」
で
は
な
く
て
雲
に
乗
っ
て
現
れ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
雲
の
場
合
は
上
か
ら
下
に
降

り
る
と
い
う
形
態
で
あ
る
の
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
「
吹
き
出
し
」
も
下
向
き
に
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
『
八
百
屋
お
七
恋
藤
巴
』
の

よ
う
に
、
お
七
の
亡
霊
が
位
牌
か
ら
吹
き
出
し
た
囲
み
の
中
に
描
か
れ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。 

「
吹
き
出
し
」
に
描
か
れ
た
夢
は
確
か
に
突
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
夢
は
全
て
「
吹
き
出
し
」
で
描
か
れ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な

い
。
『
浮
世
栄
華
枕
』
は
お
せ
い
の
夢
が
全
編
に
描
か
れ
る
の
が
、
こ
こ
に
は
「
吹
き
出
し
」
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
『
客
人
女
郎
』
（
山

東
京
伝
天
明
三
年
一
七
八
三
）
の
よ
う
に
雲
に
描
か
れ
た
夢
の
か
た
ち
も
あ
る
。
草
双
紙
作
者
の
表
現
は
一
見
同
じ
パ
タ
ー
ン
を
繰
り
返

し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
細
か
く
見
て
い
く
と
、
夢
と
い
う
こ
と
を
例
に
と
っ
て
も
多
様
な
表
現
を
し
て
い
る
と
実
感

さ
れ
る
。 
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眠
っ
て
い
る
と
き
に
見
た
夢
を
「
吹
き
出
し
」
に
描
い
た
の
で
あ
る
が
、
夢
は
偶
然
見
た
夢
で
は
な
い
場
合
が
多
い
。
見
る
べ
く
し
て

み
た
夢
で
あ
る
。
前
述
し
た
『
住
吉
麿
妹
背
玉
手
箱
』
（
画
作
者
不
明 

明
和
元
年
一
七
六
四
）
で
も
、
夫
婦
が
仕
事
に
疲
れ
昼
寝
を
し

て
い
る
う
ち
に
住
吉
大
明
神
が
現
れ
て
、
ま
も
な
く
子
が
産
ま
れ
る
、
と
告
げ
る
。
子
供
が
産
ま
れ
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
う
ち
に
う
た

た
寝
を
し
て
、
そ
の
夢
に
神
仏
を
見
る
の
で
あ
る
。 

 

あ
る
問
題
が
あ
り
、
そ
の
問
題
解
決
を
念
じ
て
い
る
う
ち
に
夢
を
み
て
夢
の
中
で
問
題
を
解
決
す
る
。
趣
向
を
案
じ
な
が
ら
う
た
た
寝

を
す
る
う
ち
、
夢
で
一
編
の
作
が
完
成
し
書
肆
の
声
で
目
が
覚
め
る
と
い
う
の
も
そ
の
類
で
あ
ろ
う
。
『
御
存
知
商
売
物
』
は
そ
の
典
型

的
な
例
で
あ
る
。
『
化
け
物
太
平
記
』
（
十
返
舎
一
九
画
作
文
化
元
年
一
八
〇
四
）
も
そ
の
一
例
で
、
趣
向
を
案
じ
る
う
ち
に
夢
を
見
て

一
編
の
作
が
進
行
し
、
版
元
が
年
始
に
来
て
目
が
覚
め
て
完
結
す
る
。
一
九
は
「
吹
き
出
し
」
の
用
途
を
広
げ
『
的
中
地
本
問
屋
』
で
は

一
冊
の
本
が
出
来
る
過
程
と
共
に
「
吹
き
出
し
」
を
多
用
し
て
い
る
。 

 
 

夢
を
表
す
「
吹
き
出
し
」
の
う
ち
注
目
し
た
い
の
は
、
「
吹
き
出
し
」
の
空
間
か
ら
本
文
の
空
間
に
残
っ
て
い
く
話
の
展
開
で
あ
る
。

ひ
と
と
き
の
間
、
夢
を
見
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
夢
が
終
わ
れ
ば
そ
の
夢
の
空
間
は
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
そ
の
夢

は
当
人
が
体
験
し
た
こ
と
と
し
て
読
者
に
了
解
さ
れ
る
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
夢
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
場
面
転
換
を
表
す
二
重
波
線
で

閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
夢
は
「
吹
き
出
し
」
の
中
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
夢
の
中
で
得
た
物
や
人
物
が
「
吹
き
出
し
」
の
空
間
を

飛
び
出
し
て
残
り
、
そ
の
こ
と
は
夢
だ
っ
た
の
か
夢
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
夢
か
現
か
朧
化
さ
せ
る
手
法
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

『
初
登
山
手
習
方
帖
』
は
悪
童
だ
っ
た
子
供
の
成
長
物
語
と
言
え
る
内
容
だ
が
、
夢
の
中
で
手
習
い
を
し
た
そ
の
草
紙
が
目
が
覚
め
て
も

子
供
の
手
元
に
残
っ
て
お
り
、
「
吹
き
出
し
」
の
夢
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
「
吹
き
出
し
」
を
乗
り
越
え
て
、
物
が
残
る
展
開
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
場
合
は
両
親
が
天
神
を
信
仰
し
て
お
り
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
子
供
が
成
長
し
た
こ
と
に
信
憑
性
を
持
た
せ
る
効
果
を
狙
っ

て
い
る
と
言
え
る
。 
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夢
物
語
で
は
な
く
て
も
、
「
吹
き
出
し
」
の
中
か
ら
飛
び
出
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
「
吹
き
出
し
」
を
越
え
て
い
く
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
『
親
敵
打
腹
鼓
』
は
兎
が
鵜
と
鷺
に
な
っ
て
兎
の
胴
体
か
ら
血
潮
と
共
に
飛
ん
で
い
く
と
い
う
言
葉
遊
び
的
な
展
開
を
す
る
。
「
吹

き
出
し
」
か
ら
飛
び
出
し
た
鵜
と
鷺
は
本
文
中
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
残
り
、
思
い
が
け
な
い
場
面
で
再
登
場
す
る
の
で
あ

る
。
吹
き
出
し
た
空
間
に
出
現
す
る
人
物
或
い
は
物
は
「
吹
き
出
し
」
を
越
え
て
い
く
勢
い
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
作
は
、
こ
れ
に

止
ま
ら
な
い
。 

 

江
口
（
一
九
六
七
）
は
近
世
に
な
る
と
「
夢
は
覚
醒
時
か
ら
一
応
切
り
離
し
、
遊
び
の
世
界
に
お
く
余
裕
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、

「
吹
き
出
し
」
は
単
に
夢
や
伝
説
を
図
示
す
る
の
で
は
な
く
物
語
を
運
ん
で
い
く
た
め
の
技
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

『
心
学
早
染
草
』
は
理
太
郎
の
行
動
を
通
し
て
、
心
の
中
の
善
魂
悪
魂
の
葛
藤
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
吹
き
出
し
」
の

使
用
は
六
場
面
で
あ
る
。 

（
１
）
子
ど
も
の
理
太
郎
の
後
ろ
で
善
魂
が
得
意
そ
う
に
ひ
げ
を
な
で
て
い
る
。 

（
２
）
理
太
郎
が
働
き
疲
れ
て
う
た
た
寝
を
す
る
間
に
悪
魂
が
心
に
入
り
込
ん
で
き
て
善
魂
を
追
い
出
す
。 

（
３
）
遊
女
の
手
紙
か
ら
悪
魂
が
出
て
き
て
理
太
郎
に
と
り
つ
く
。 

（
４
）
理
太
郎
の
心
の
中
で
悪
魂
が
善
魂
を
斬
り
殺
す
。 

（
５
）
理
太
郎
の
心
中
で
悪
魂
が
善
魂
の
女
房
と
二
人
の
子
ど
も
を
追
い
出
す
。 

（
６
）
道
理
先
生
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
で
、
理
太
郎
の
中
に
善
魂
の
女
房
と
二
人
の
息
子
が
仇
討
ち
に
入
り
悪
魂
を
追
い
出
す
。 

 
 

こ
の
「
吹
き
出
し
」
は
夢
や
幻
で
は
な
く
そ
の
人
物
の
心
象
風
景
を
描
い
た
も
の
と
言
え
る
。
善
魂
と
悪
魂
は
、
他
の
登
場
人
物
に
は

見
え
な
い
が
読
者
に
は
見
え
る
と
い
う
了
解
の
も
と
に
、
「
吹
き
出
し
」
の
中
だ
け
で
は
な
く
「
吹
き
出
し
」
の
線
を
越
え
て
自
在
に
描

き
込
ま
れ
て
、
理
太
郎
の
行
動
を
導
い
て
い
く
。
「
吹
き
出
し
」
は
（
３
）
の
他
は
理
太
郎
の
胸
を
起
点
と
し
、
悪
魂
と
善
魂
の
戦
い
と
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い
う
形
で
心
の
葛
藤
を
描
き
、
読
者
に
心
中
を
図
示
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
象
風
景
を
描
く
と
い
う
点
で
山
東
京
伝

は
「
吹
き
出
し
」
を
効
果
的
に
使
用
し
、
理
太
郎
の
心
の
動
き
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。 

 

前
述
の
よ
う
に
「
吹
き
出
し
」
は
草
双
紙
の
表
現
の
手
段
と
し
て
は
黒
本
時
代
か
ら
多
く
の
作
者
に
よ
っ
て
多
用
さ
れ
て
い
た
。
黒
本

時
代
は
夢
に
神
が
現
れ
て
子
供
が
授
か
る
と
告
げ
る
、
と
い
っ
た
一
場
面
だ
け
に
「
吹
き
出
し
」
を
使
用
す
る
と
い
っ
た
例
が
多
く
見
ら

れ
る
が
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
の
黄
表
紙
時
代
に
な
る
と 

『
会
通
己
惣
照
子
』
（
山
東
京
伝
天
明
八
年
一
七
八
八
）
の
よ
う
に
一
作
の
う

ち
に
「
吹
き
出
し
」
を
七
場
面
も
使
う
作
者
が
出
て
く
る
。
ま
た
、
「
吹
き
出
し
」
に
現
れ
た
人
物
が
、
「
吹
き
出
し
」
外
に
も
現
れ
る

な
ど
、
よ
り
複
雑
な
表
現
に
変
わ
っ
て
い
く
。
『
的
中
地
本
問
屋
』(

十
返
舎
一
九 

享
和
二
年
一
八
〇
二
）
で
は
、
版
行
を
行
う
も
の
に

朝
比
奈
の
腕
と
景
清
の
黒
焼
き
を
入
れ
た
酒
を
飲
ま
せ
て
仕
事
の
能
率
を
あ
げ
る
場
面
で
「
吹
き
出
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
徳

利
の
口
か
ら
の
「
吹
き
出
し
」
に
現
れ
る
朝
比
奈
と
景
清
の
絵
は
何
か
が
吹
き
出
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
こ
の
酒
は
こ
の
よ
う
な
も
の

だ
と
い
う
、
「
吹
き
出
し
」
の
絵
で
注
釈
を
語
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 

 

「
吹
き
出
し
」
を
黄
表
紙
の
表
現
の
一
つ
の
技
法
と
し
て
駆
使
し
て
い
こ
う
と
す
る
作
者
の
意
図
も
見
え
る
と
同
時
に
、
説
明
的
で
あ

り
す
ぎ
る
面
が
強
く
な
り
、
陳
腐
化
の
道
を
た
ど
る
。 

 

１-

７-

６ 

引
用
形
式
と
し
て
の
「
吹
き
出
し
」 

 
 

発
話
さ
れ
た
も
の
を
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
書
く
現
代
の
漫
画
と
比
べ
て
見
る
と
は
っ
き
り
す
る
が
、
草
双
紙
の
「
吹
き
出
し
」
は
現

代
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
見
た
神
仏
、
夢
、
幻
影
、
心
象
風
景
な
ど
を
、
絵
を
中
心
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
が
草
双
紙
の

「
吹
き
出
し
」
で
あ
る
。
自
分
の
見
た
こ
と
、
或
い
は
見
た
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
読
者
に
差
し
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
。 
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自
分
が
戦
場
で
殺
し
た
人
の
魂
魄
が
草
む
ら
か
ら
吹
き
出
す
囲
み
の
線
に
描
か
れ
る
『
軍
法
伊
沢
硯
』
（
富
川
吟
雪
画
作
安
永
四
年
一

七
七
五
）
は
、
結
局
そ
れ
は
単
な
る
幻
影
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
悟
る
の
で
あ
る
。
見
た
こ
と
の
再
現
は
、
結
局
思
っ
た
こ
と
の
再
現

で
も
あ
る
。
特
に
人
間
の
胸
や
首
な
ど
か
ら
吹
き
出
し
た
空
間
に
描
か
れ
て
い
る
夢
や
幻
影
は
、
言
い
換
え
れ
ば
心
象
風
景
の
再
現
で
あ

る
と
い
え
る
。
自
分
の
言
っ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
の
再
現
を
文
で
表
す
場
合
に
は
「
『
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
」
で
表
す
の
が
通
常
で
あ
る

が
、
草
双
紙
は
、
視
覚
と
し
て
捉
え
た
内
容
を
「
吹
き
出
し
」
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
～
と
見
た
、
～
と
思
っ
た
、
～
と
い
う
夢
を
見

た
な
ど
、
そ
の
～
に
当
た
る
部
分
が
、
絵
を
中
心
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
草
双
紙
な
ど
で
は
発
話
内
容
を
「
言

う
」「
話
す
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
発
話
動
詞
な
ど
は
使
わ
ず
に
、
そ
の
内
容
だ
け
を
直
接
当
該
の
人
物
の
近
く
に
、
「
吹
き
出
し
」
な
ど
の

囲
み
も
な
し
に
示
す
こ
と
が
通
常
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

藤
田
（
二
〇
〇
〇
）
は
「
表
現
し
た
い
対
象
を
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
俎
上
に
の
せ
る
に
は
、
記
号
化
と
い
う
方
法
の
他
に

『
実
物
表
示
』
と
い
う
方
法
が
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
、「
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
引
用
と
い
う
言

語
表
現
の
本
質
も
ま
た
こ
の
実
物
表
示
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
実
物

表
示
」
と
い
う
用
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、
草
双
紙
の
「
吹
き
出
し
」
は
ま
さ
に
思
っ
た
こ
と
、
見
た
こ
と
、
イ
メ
ー
ジ
し
た
こ
と
（
ま
た

は
そ
の
一
部
）
の
実
物
表
示
で
あ
る
だ
ろ
う
。 

思
考
内
容
を
絵
と
し
て
提
示
す
る
方
法
は
分
か
り
や
す
い
表
現
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
人
間
の
心
の
中
を
、
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、

絵
と
し
て
そ
の
ま
ま
「
実
物
表
示
」
す
る
の
は
、
非
常
に
理
解
し
や
す
い
表
現
方
法
と
言
え
る
。 

 

識
字
率
が
現
代
ほ
ど
高
く
な
い
こ
の
時
代
の
読
者
に
、
直
接
内
容
を
表
す
こ
の
「
吹
き
出
し
」
と
い
う
表
現
方
法
を
一
つ
の
技
法
と
し

て
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
京
伝
の
よ
う
に
揺
れ
動
く
人
の
心
を
描
写
し
表
現
意
図
を
伝
え
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
「
吹
き
出
し
」

は
赤
本
黒
本
か
ら
出
発
し
、
変
容
を
た
ど
り
な
が
ら
も
な
お
子
供
の
た
め
の
軽
い
読
み
物
と
い
う
看
板
を
最
後
ま
で
下
ろ
さ
な
か
っ
た
黄
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表
紙
特
有
の
表
現
方
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
前
述
し
た
引
用
の
構
文
を
使
わ
ず
に
、
発
話
思
考
内
容
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
と
い
う

日
本
語
に
お
け
る
多
彩
な
引
用
形
式
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

【
注
】 

（
注
一
）
近
松
「
国
姓
爺
合
戦
」
な
か
に
一
つ
の
大
蛤
日
陰
に
口
を
打
ち
開
き
、
と
る
人
あ
り
と
も
白
泡
の
塩
を
ふ
い
て
盛
り
上
げ
し
は
、

げ
に
や
蛤
能
く
気
を
は
い
て
楼
臺
を
な
す
と
い
ひ
し
も
云
々
と
あ
る
。
（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
近
松
浄
瑠
璃
集
』
）
史
記
に
よ
る
蜃

気
楼
の
語
源
と
さ
れ
る
蛤
が
気
を
吐
い
て
海
中
に
楼
台
が
現
れ
る
と
す
る
説
は
「
吹
き
出
し
」
の
表
現
に
は
格
好
の
伝
説
で
あ
ろ
う
。 

（
注
二
）
梅
が
枝
の
手
水
鉢 

（
注
三
）
西
郷
信
綱
（

一
九
七
二
）
『
古
代
人
と
夢
』
ｐ
二
二 

二
人
同
夢
、
三
人
同
夢
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
い

う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
信
ず
べ
き
夢
と
さ
れ
て
い
た
。
平
家
一
門
の
滅
亡
を
い
ち
早
く
予
告
し
た
の
は
、
平
重
盛
と
瀬

尾
太
郎
兼
康
な
る
も
の
の
見
た
同
夢
で
あ
り
、
そ
の
兼
康
を
「
神 シ

ン

に
も
通
じ
た
る
者
」
と
平
家
物
語
は
い
っ
て
い
る
。 

（
注
四
）
『
師
宣
政
信
繪
本
集
』
（
八
木
書
店
）
解
題
「
武
家
百
人
一
首
」
や
「
江
戸
雀
」
な
ど
の
挿
し
絵
か
ら
出
発
し
た
師
宣
は
延
宝
六

年
の
「
古
今
役
者
物
語
」「
吉
原
恋
の
道
引
」
な
ど
で
次
第
に
鑑
賞
性
・
娯
楽
性
を
秘
め
た
繪
中
心
で
文
は
従
の
い
わ
ゆ
る
絵
本
へ
と

形
を
整
え
て
行
き
、
延
宝
八
年
に
は
画
中
人
物
を
大
振
り
に
暢
達
の
筆
致
で
か
く
本
格
絵
本
の
刊
行
を
見
る
の
で
あ
る
。
本
巻
に
収

め
る
「
大
和
繪
尽
く
し
」「
人
間
不
禮
考
」
は
其
の
最
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
。
延
宝
八
年
は
松
平
進
『
師
宣
祐
信
絵
本
書
誌
』
内
田

欽
三
「
菱
川
師
宣
筆
『
人
間
不
禮
考
』
小
考
」
に
よ
る
。 
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献
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小
池
正
胤
・
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彦
・
中
山
右
尚
・
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（
一
九
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三
）
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作
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』
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会
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社 
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叢
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一
九
八
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～
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八
九)

『
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双
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』
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書
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会 
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一
九
七
二
）
『
古
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夢
』
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社 
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三 
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子 
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敏 
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）
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』
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』
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川
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（
一
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八
）
『
河
鍋
暁
斎
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画
集
』
岩
波
文
庫 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
（
一
九
九
八
）
『
師
宣
政
信
繪
本
集
』
八
木
書
店 

藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
〇
）
「
国
語
引
用
構
文
の
研
究
」
和
泉
書
院 
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一
―
八 

庵
点
か
ら
引
用
符
へ 

  
１-
８-

１ 

は
じ
め
に 

 

現
代
日
本
語
の
表
記
で
使
わ
れ
る
引
用
符
、
鈎
括
弧
に
つ
い
て
、
庵
点
が
其
の
元
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が(

注
一)

、
庵
点
と
鈎
括
弧
を

つ
な
ぐ
線
は
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
庵
点
の
使
用
実
態
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で

は
、
江
戸
時
代
の
庶
民
の
読
み
物
と
し
て
子
供
か
ら
大
人
ま
で
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
草
双
紙
に
お
け
る
庵
点
の
使
用
実
態
に
つ
い
て
観

察
し
、
庵
点
が
引
用
符
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
り
定
着
す
る
過
程
を
考
察
す
る
。 

庵
点
と
は
『
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
』（
二
〇
〇
六
）
に
「
箇
条
書
の
文
書
、
連
書
の
和
歌
、
連
歌
、
謡
物
、
連
署
の
姓
名
な
ど
の
右

肩
に
加
え
る
〽
乀
な
ど
の
記
号
。
庵
型
を
し
て
い
る
の
で
い
う
。
散
文
中
に
歌
謡
を
引
用
す
る
と
き
も
使
い
、
長
唄
な
ど
の
歌
謡
の
本
で

は
段
落
の
は
じ
め
を
表
す
。
確
認
済
み
、
注
意
を
促
す
な
ど
の
印
と
し
て
用
い
る
。
」
と
あ
る
が
、
草
双
紙
に
も
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る

の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

草
双
紙
が
赤
本
黒
本
黄
表
紙
と
変
遷
を
た
ど
っ
て
い
く
過
程
で
、
使
い
方
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

草
双
紙
に
お
け
る
庵
点
の
使
用
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

１-

８-

２ 

赤
本
の
庵
点
の
使
用 

 

草
双
紙
は
赤
本
と
言
わ
れ
る
、
主
に
子
供
向
き
の
絵
本
が
始
ま
り
で
あ
る
。
刊
年
不
明
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
時
代
に
よ
っ
て
表

現
様
式
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。 
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『
む
ぢ
な
の
敵
討
』(

注
二)

で
は
上
三
分
の
一
が
文
字
で
あ
り
、
下
三
分
の
二
は
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
発
話
は
上
段
の
地

の
文
に
あ
り
、
下
に
は
絵
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
絵
に
人
物
の
発
話
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 

絵
と
文
が
分
離
さ
れ
て
い
る
様
式
は
絵
巻
物
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
絵
巻
物
で
は
詞
書
き
が
あ
り
、
次
に
そ
の
内
容
を
絵
で
表
す
こ
と

に
よ
っ
て
物
語
は
進
行
し
て
い
く
。
絵
巻
物
で
も
当
該
人
物
の
音
声
を
記
す
こ
と
も
見
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。『
福
富
草
紙
』(

注
三)

で
は
、

描
か
れ
た
人
物
が
発
し
た
詞
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
奈
良
絵
本
で
も
『
ひ
だ
か
川
』(

注
四)

で
は
逃
げ
る
僧
の
絵
と
と
も
に
「
な
む
さ
ん

ぼ
う
か
な
し
や
〱
」
と
、
絵
に
添
え
て
当
該
の
人
物
の
発
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
鼠
の
草
子
絵
巻
別
本
』
で
は
鼠
た
ち
の
会
話
も

記
さ
れ
て
い
る
（
注
五
）
。
し
か
し
、
人
物
の
発
話
は
添
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
物
語
の
進
行
は
詞
書
と
絵
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て

い
る
。
発
話
は
人
物
の
近
く
に
書
か
れ
て
い
る
時
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
庵
点
の
使
用
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

草
双
紙
の
初
期
の
形
で
あ
る
丹
色
の
表
紙
が
か
け
ら
れ
て
い
る
赤
本
『
た
だ
と
る
や
ま
の
ほ
と
と
ぎ
す
』（
注
六
）
で
は
、
上
四
分
の
一

が
詞
書
で
あ
り
、
下
四
分
の
三
に
は
絵
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
登
場
人
物
の
発
話
が
文
字
だ
け
で
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
近
く

の
人
物
が
発
話
し
た
と
い
う
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
様
式
は
『
万
ざ
い
』（
注
七
）『
え
ん
ま
き
ぶ
つ
な
り
ゃ
き
が
う
か
ぬ
』

で
も
見
ら
れ
る
。
『
ゑ
ん
ま
き
ぶ
つ
な
り
ゃ
き
が
う
か
ぬ
』
（
注
八
）
は
歌
謡
も
の
だ
が
、
歌
詞
の
開
始
に
当
た
る
部
分
に
庵
点
は
使
用
さ

れ
ず
、
▲
で
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

主
に
子
供
向
き
の
素
朴
な
絵
本
で
あ
る
赤
本
は
文
字
量
も
多
く
な
い
し
、
内
容
も
昔
話
や
ゲ
ー
ム
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
る
。
霞
亭
文
庫

『
昔
話
』（
注
九
）
で
は
、
昔
話
が
絵
と
人
物
の
発
話
の
み
で
構
成
さ
れ
る
。
上
下
を
区
切
る
線
は
消
失
し
、
絵
の
近
辺
に
発
話
が
記
さ
れ

て
い
る
。
『
昔
話
』
よ
り
文
字
量
が
多
い
『
さ
る
か
に
が
っ
せ
ん
』
『
枯
れ
木
に
花
咲
か
せ
親
仁
』
『
し
た
き
れ
雀
』
（
注
十
）
な
ど
で
は
、

上
下
の
仕
切
り
は
な
く
、
一
丁
の
内
に
地
の
文
、
絵
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
登
場
す
る
人
物
や
動
物
の
近
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
発
話
が
短
く

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
『
是
は
御
ぞ
ん
じ
の
ば
け
物
で
ご
ざ
候
』
（
注
一
一
）
で
は
、
大
将
モ
モ
ン
ガ
の
発
話
だ
け
に
▲
が
一
か
所
記
さ
れ



116 

て
い
る
（
注
一
二
）
。
こ
れ
は
、
前
と
区
別
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
本
で
は
、
▲
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、

庵
点
の
使
用
は
見
ら
れ
な
い
。 

 
 

１-
８-

３ 

黒
本
と
庵
点 

黒
本
で
は
筋
も
複
雑
に
な
る
傾
向
に
あ
り
、
絵
の
余
白
に
本
文
や
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
が
書
き
込
ま
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
文
字
量
も
増

え
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
庵
点
の
使
用
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
庵
点
が
附
け
ら
れ
た
場
所
を
乀
で
示
し
例
を
挙
げ
る
。
図

版
と
翻
刻
が
あ
る
文
献
を
注
と
し
て
挙
げ
る
。 

（
一
）
乀
ぼ
ん
ざ
ら
や 

さ
ら
て
ふ
山
に
雪
ふ
り
て 

ゆ
き
を
ね
と
し
て
そ
だ
つ
ま
つ
か
な 

『
紅
皿
闝
皿
昔
物
語
上
』(

注
一
三) 

（
二
）
歌
に
よ
む
べ
し
と
有
乀
ふ
り
つ
み
し
た
か
ね
の
み
ゆ
き
と
け
に
け
り
清
た
き
川
の
水
の
し
ら
浪
『
西
行
法
師
一
代
記
』（
注
一

四
） 

 

黒
本
で
は
和
歌
の
開
始
に
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
和
歌
を
記
す
と
き
は
庵
点
が
付
さ
れ
る
と
も
言
え
る
よ
う
だ
。

登
場
人
物
の
発
話
は
発
話
主
の
近
く
に
書
か
れ
、
通
常
は
発
話
だ
け
文
字
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
例

も
少
数
な
が
ら
見
る
こ
と
は
で
き
る 

（
三
）
乀
や
ぼ
め
ね
こ
を
す
る
と
は
わ
れ
ら
が
か
ふ
だ 

し
め
こ
の
う
さ
ぎ
よ
し
よ
し
『
平
家
化
物
た
い
ぢ
』(

注
一
五) 

（
四
）
乀
わ
た
く
し
は
こ
ん
日
は
だ
い
じ
の
せ
う
じ
ん
び
で
ご
さ
り
ま
す
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
茶
木
』
（
注
一
六
） 

（
五
）
乀
こ
の
あ
と
の
御
す
い
物
に
小
田
原
の
や
の
あ
か
み
そ
で
は
た
か
し
ろ
が
な
ん
と
き
つ
い
『
新
版
男
色
鏡
』 

(

注
一
七) 

 

あ
る
と
い
っ
て
も
一
編
に
数
え
る
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
例
は
多
く
な
い
。
文
字
量
が
増
え
て
紙
面
の
上
か
ら
下
に
渡
っ
て
文
字
が
描
か
れ

る
よ
う
に
、
上
の
文
が
単
に
下
に
続
く
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
必
要
が
出
て
く
る
。
絵
の
隙
間
に
物
語
の
筋
や
人
物
の
発
話
が
主
に
ひ
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ら
が
な
で
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
と
つ
な
が
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
発
話
主
を
区
別
す
る
必

要
も
あ
る
。
例
（
六
）
の
よ
う
に
同
じ
丁
で
場
面
が
異
な
る
と
き
も
前
の
文
と
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
の
必
要
か
ら
、
庵
点

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

（
六
）
乀
ゆ
め
の
う
ち
に
大
き
な
る
壺
さ
ら
す
は
す
は
う
ご
く
と
見
る
内
に
さ
い
の
お
ん
り
や
う
あ
ら
わ
れ
『
あ
ん
ぽ
ん
た
ん
』（
注

一
八
） 

 

和
歌
や
発
話
、
段
落
の
区
切
り
な
ど
に
散
見
す
る
乀
の
符
号
は
、
次
の
よ
う
な
使
い
方
も
見
ら
れ
る
。 

（
七
）
乀
よ
ろ
づ
世
の
竹
の
よ
ご
と
に
そ
ふ
ふ
し
の
な
ど
唐
竹
に
ふ
し
な
か
り
け
る
べ
し
と
よ
み
け
る
は
ひ
め
を
は
じ
め
み
な
み
な

や
さ
し
き
も
の
に
お
も
ひ
け
る
『
物
臭
太
郎
』
（
注
一
九
） 

（
八
）
乀
雪
こ
ん
こ
ん
よ
ね
ざ
し
に
あ
ら
れ
（
中
略
）
と
う
た
い
あ
ざ
け
り
『
雪
こ
ん
こ
ん
よ
お
寺
の
茶
の
木
』
（
注
二
〇
） 

和
歌
や
発
話
の
開
始
に
庵
点
が
付
さ
れ
、
例
（
三)(

四)(

五)

の
よ
う
に
和
歌
や
発
話
そ
の
も
の
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
な
か

で
、
例(

七)(

八)

の
よ
う
に
庵
点
と
「
詠
む
」
「
う
た
ふ
」
と
い
う
動
詞
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

１-

８-

４ 

黄
表
紙
の
庵
点 

黄
表
紙
の
時
代
に
な
り
、
庵
点
の
使
用
頻
度
が
高
く
な
っ
て
い
く
。
黄
表
紙
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
恋
川
春
町
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
で
は

一
か
所
だ
け
の
庵
点
の
使
用
が
あ
る
。
金
々
先
生
の
心
内
発
話
と
解
釈
で
き
る
箇
所
で
あ
る
。 

（
九
）
乀
き
の
う
ま
で
は
き
ん
々
せ
ん
せ
い
と
も
て
は
や
さ
れ
、
ち
ょ
き
や
よ
つ
て
ニ
の
り
し
み
身
か
い
ま
ハ
は
っ
ち
に
ひ
よ
り
げ

た
か
わ
れ
ハ
か
わ
る
世
の
中
じ
ゃ
わ
い
ア
ア
い
ま
い
ま
し
い
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
（
注
二
一
） 
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春
町
の
二
作
目
の
黄
表
紙
、『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』
で
使
わ
れ
て
い
る
庵
点
の
使
用
数
を
数
え
て
み
る
と
、
三
冊
十
五
丁
の
う
ち
の
十
五

回
で
あ
る
。
前
作
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
と
比
べ
る
と
多
い
よ
う
だ
が
、
後
述
す
る
山
東
京
伝
の
作
と
比
べ
れ
ば
そ
う
は
言
え
な
い
。
黄

表
紙
に
は
作
に
よ
っ
て
、
庵
点
の
使
用
が
多
い
も
の
、
少
な
い
も
の
、
全
く
庵
点
の
使
用
が
見
当
た
ら
な
い
も
の
も
あ
り
、
安
定
的
に
庵

点
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。 

黄
表
紙
を
代
表
す
る
作
者
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
山
東
京
伝
の
黄
表
紙
、
『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
（
注
二
二
）
を
見
て
み
よ
う
。
こ

の
作
で
庵
点
が
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
五
二
で
あ
る
が
、
発
話
数
は
四
二
で
あ
る
。
庵
点
は
付
さ
れ
て
い
る
数
だ
か
ら
異
論
は
生
じ
な

い
が
、
発
話
数
は
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
春
町
作
に
比
べ
て
も
、
京
伝
の
黄
表
紙
で
は
庵
点
が
多
く
使

わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
。
庵
点
は
多
く
の
発
話
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
全
て
に
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
庵
点
の
使

用
数
は
人
物
の
発
話
数
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
発
話
以
外
で
も
庵
点
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

十
返
舎
一
九
の
作
を
見
て
み
る
と
、
逆
に
庵
点
の
使
用
数
が
少
な
い
。
発
話
を
書
き
表
す
と
き
に
す
べ
て
に
庵
点
を
附
け
て
い
な
い
の

は
、
上
記
の
京
伝
の
作
と
同
じ
で
あ
る
（
注
二
三
）
。
こ
の
よ
う
に
、
作
者
に
よ
っ
て
庵
点
の
使
い
方
に
は
差
が
あ
る
よ
う
だ
。 

『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
と
同
じ
京
伝
作
で
、
『
京
傳
浮
世
之
酔
醒
』
（
注
二
四
）
も
、
庵
点
の
使
用
例
四
三
は
発
話
数
三
五
を
上
回
っ
て

お
り
、
庵
点
は
単
に
発
話
の
開
始
に
付
さ
れ
る
と
い
う
使
い
方
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
庵
点
と
発
話
と
数
字
が
一

致
す
る
丁
も
見
ら
れ
、
庵
点
を
用
い
て
地
の
文
と
登
場
人
物
の
発
話
と
を
区
別
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
も
見
て
と
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
庵

点
の
付
し
方
に
は
作
に
よ
っ
て
作
者
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
上
に
、
単
に
発
話
を
表
す
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

そ
れ
で
は
、
黄
表
紙
で
は
ど
の
よ
う
に
庵
点
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
例
を
挙
げ
て
見
て
み
よ
う
。 

①
地
の
文
（
会
話
の
相
手
や
場
面
が
前
と
違
う
） 

(

一
一)

乀
ま
た
い
ち
ま
い
え
は
ろ
く
に
わ
け
も
き
か
ず
に
ん
じ
ょ
う
に
お
よ
ば
ん
と
せ
し
こ
と
に
に
が
お
え
と
い
え
ど
も
か
お
に
に
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わ
わ
ぬ
た
ん
き
も
の
と
お
お
き
に
き
め
つ
け
ら
れ
る
ゆ
え
こ
れ
よ
り
き
め
だ
し
と
も
う
す
な
り
『
御
存
商
売
物
』
（
注
二
五
） 

(

一
二)

乀
よ
し
は
ら
さ
い
け
ん
は
く
ろ
ほ
ん
あ
か
ほ
ん
が
わ
る
だ
く
み
を
し
っ
て
あ
お
ほ
ん
に
つ
げ
け
れ
ば
は
じ
め
て
き
き
お
お
き

に
お
ど
ろ
く
『
御
存
商
売
物
』
（
注
二
六
） 

(

一
三)
乀
あ
ん
ま
り
や
ぶ
れ
の
お
お
き
く
な
ら
ね
え
内
に
心
の
ざ
う
ひ
い
ぶ
く
ろ
の
や
ぶ
れ
を
こ
そ
く
っ
て
や
る
『
十
四
傾
城
腹
の

内
』
（
注
二
七
） 

②
道
行
文 

(

一
四) 

金
十
雁
国
の
道
行
き
乀
が
ん
と
打
つ
か
ね
に
う
ら
み
は
お
お
け
れ
ど
『
啌
多
雁
取
帳
』
（
注
二
八
） 

(

一
五) 

道
行
興
鮫
肌
乀
朝
に
色
を
し
て
夕
に
死
す
と
も
か
な
り
と
は
『
江
戸
生
艶
気
蒲
焼
』
（
注
二
九
） 

③
義
太
夫
の
語
り 

(

一
六)

乀
た
て
場
に
迷
う
ぬ
れ
茶
釜
の
、
い
ず
く
を
あ
て
に
た
く
ぞ
と
も
、
と
わ
れ
ぬ
ぎ
り
は
茶
碗
と
茶
碗
チ
ン
ツ
チ
ン
ツ
チ
ン
ツ

『
辞
闘
戰
新
根
』
（
注
三
十
） 

④
大
薩
摩 

(

一
七)

乀
さ
る
ほ
ど
に
、
鰐
鮫
は
蛸
庵
が
妙
薬
に
て･

･
『
面
向
不
背
御
年
玉
』
（
注
三
一
） 

⑤
木
遣
り 

(

一
八)

乀
ど
な
た
に
如
才
は
な
け
れ
ど
も･

･
･

（
『
面
向
不
背
御
年
玉
』
）
（
注
三
二
） 

⑥
歌
舞
伎
の
セ
リ
フ 

(

一
九)

乀
丸
散
人
の
ま
ず
た
だ
薬
研
の
音
を
き
く
と･

･
･

（
『
狂
言
好
野
暮
大
名
』
）
（
注
三
三
） 

(

二
〇)

田
乀
ゆ
ふ
に
や
お
よ
ぶ
た
い
も
う
じ
や
う
じ
ゆ
し
て
う
へ
で･

･

（
『
大
悲
千
禄
本
』
）
（
注
三
四
） 
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⑦
和
歌 

(

二
一)

乀
夜
あ
ら
し
ふ
け
ば
ち
り
ゆ
く
さ
く
ら
ば
な
し
る
人
の
て
に
あ
う
ぞ
う
れ
し
き
『
敵
討
義
女
英
』
（
注
三
五
） 

⑧
物
音 

(

二
二)
乀
カ
タ
カ
タ
カ
ッ
タ
リ
ど
っ
こ
い
ど
っ
こ
い
『
初
登
山
手
習
方
帖
』
（
注
三
六
） 

⑨
唄 (

二
三)

乀
雨
の
降
る
よ
は
ひ
た
す
ら
床
し
ト
ッ
テ
チ
チ
ン
『
面
向
不
背
御
年
玉
』(

注
三
七) 

⑩
物
の
名
前
を
列
挙 

(

二
四)

乀
き
き
ょ
う
や
の
乀
雪
も
ち
乀
鳴
門
か
ん
乀
塩
瀬
の
乀
ま
ん
ち
う
乀
愛
敬
巻
乀
す
ず
き
の
小
く
ら
の･

･

『
京
傳
浮
世
之
酔
醒
』

(

注
三
八) 

⑪
登
場
人
物
の
声
（
発
話
） 

(

二
五)

乀
こ
ふ
た
な
さ
ら
し
に
な
っ
て
は
い
け
ぬ
『
御
存
知
商
売
物
』
（
注
三
九
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑫
注
釈
・
説
明 

(

二
六)

乀
し
ん
の
ぞ
う
は
い
ろ
あ
か
く
火
に
か
た
ど
る
す
い
か
の
か
ん
ば
ん
あ
ん
ど
ん
の
ご
と
し
（
『
十
四
傾
城
腹
の
内
』
）（
注
四
〇
） 

⑬
作
に
関
す
る
作
者
の
解
説 

(

二
七)

乀
し
ん
と
か
い
て
お
か
ね
ば
か
ぶ
と
ま
ち
が
い
ま
す
『
十
四
傾
城
腹
の
内
』
（
注
四
一
） 

 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
庵
点
は
区
別
す
る
機
能
の
あ
る
符
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。
絵
と
主
に
ひ
ら

が
な
の
文
が
同
じ
丁
の
中
に
不
規
則
に
書
き
込
ま
れ
る
黄
表
紙
の
表
現
様
式
は
、
時
と
し
て
非
常
に
わ
か
り
に
く
い
。
同
一
の
丁
に
時
間

な
ど
が
違
う
場
面
が
出
現
す
る
時
や
違
う
人
物
の
発
話
に
切
り
替
わ
る
時
、
ま
た
そ
れ
ま
で
物
語
の
進
行
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
に
、
突
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然
作
者
の
述
懐
や
注
釈
が
現
れ
た
り
す
る
時
な
ど
、
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
歌
舞
伎
や
音
曲
の
よ
う
に
音
声
の
詞
章
が
入
る
場
面
な
ど
で
は
、
庵
点
を
入
れ
た
方
が
立
体
的
に

表
す
こ
と
が
出
来
る
。
絵
と
言
葉
書
き
で
構
成
さ
れ
て
い
る
平
面
的
な
草
双
紙
に
、
補
助
記
号
で
あ
る
庵
点

を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
声
的
な
要
素
を
持
ち
込
む
こ
と
が
出
来
た
。
能
や
歌
舞
伎
な
ど
、
演
劇
で

も
使
用
さ
れ
て
い
た
庵
点
は
、
平
面
的
に
連
な
っ
て
い
く
草
双
紙
の
中
に
、
音
声
的
な
要
素
を
持
ち
込
む
こ

と
を
可
能
に
し
て
い
る
。 

 
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
に
は
例(

九)

の
よ
う
に
、
た
だ
一
カ
所
に
庵
点
が
付
し
て
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
れ
は
落
魄
し
た
金
々
先
生
の
独
り
言
で
は
あ
っ
て
も
、
庵
点
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
舞
伎
の
セ
リ
フ

の
よ
う
に
、
読
者
に
音
声
と
し
て
響
か
せ
る
仕
掛
け
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

『
大
悲
千
禄
本
』
で
も
、
そ
れ
ま
で
庵
点
は
一
カ
所
し
か
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
、
最
後
に
「

田
乀

ゆ
ふ
に
や
お
よ
ぶ
た
い
も
う
じ
や
う
じ
ゅ
し
て
う
へ
で
、
り
や
う
六
本
の
そ
ん
り
や
う
を
も
っ
て
、
て
を
千

本
お
か
へ
し
申
さ
ん
ク
ハ
ン
乀
な
に
そ
れ
ま
で
は
た
む
ら
ど
の
田
乀
く
わ
ん
の
ん
さ
ま
両
人
乀
さ
ら
バ
ァ
て

て
て
ん
て
ん
」
と
終
わ
っ
て
い
る
が
、
読
者
は
庵
点
が
付
さ
れ
た
文
を
、
目
で
読
ん
だ
の
で
は
な
く
、
人
の

声
や
太
鼓
の
音
を
聴
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 
 １-

８-

５ 

庵
点
の
定
着 

 

黄
表
紙
に
お
け
る
庵
点
の
使
用
で
頻
度
が
高
い
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
人
物
の
発
話
を
記
す
と
き
で
あ

る
。
現
代
の
よ
う
に
表
記
の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
庵
点
を
ど
う
付
す
か
は
個
々

表①  庵点と  発話数の  一致              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計  

 ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ   

0 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 5 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 0 65 

0 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 0 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 53 
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の
作
者
の
使
い
方
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
方
向
性
は
出
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 

 
表
①
は
十
返
舎
一
九
『
初
登
山
手
習
方
帖
』
〈
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
〉
に
つ
い
て
、
庵
点
と
発
話
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
上
段

は
庵
点
が
付
し
て
あ
る
数
で
あ
り
、
下
段
は
登
場
人
物
が
発
話
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
数
で
あ
る
。
前
作
と
同
様
、
上
段
は
庵
点
の
数
な

の
で
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
下
段
に
つ
い
て
は
迷
う
と
こ
ろ
も
出
て
く
る
。
し
か
し
、
一
五
丁
裏
表
半
数
以
上
が
上
段
下
段
と
一
致
し

て
い
て
、
登
場
人
物
が
発
話
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
に
は
、
概
ね
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

草
双
紙
は
赤
本
以
来
、
発
話
が
発
話
主
の
近
辺
に
書
か
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
発
話
主
の
名
を
人
物
の
袖
や
胸
な
ど
に
紋
の
よ
う
に

一
つ
の
文
字
で
表
す
の
は
黒
本
時
代
に
も
見
ら
れ
る
草
双
紙
独
特
の
表
現
様
式
だ
が
、
そ
れ
は
黄
表
紙
の
時
代
に
な
っ
て
も
変
わ
っ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
発
話
の
開
始
に
庵
点
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
着
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。 

更
に
発
話
数
に
は
入
れ
な
か
っ
た
が
、
作
者
が
突
然
物
語
に
参
入
し
「
い
っ
た
い
こ
の
世
界
は
し
ゃ
ば
か
み
ら
い
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら

ぬ
さ
く
し
ゃ
も
わ
か
ら
ぬ
」
と
つ
ぶ
や
く
と
こ
ろ
や
、
歌
舞
伎
の
暫
の
セ
リ
フ
に
模
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
に
も
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
て
、

実
際
に
絵
に
は
登
場
し
て
い
な
く
て
も
、
音
声
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
庵
点
を
付
す
と
い
う
傾
向
は
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
定
着
し

て
い
く
方
向
に
あ
る
と
言
え
る
。 

ま
た
、
主
に
画
面
の
上
部
に
書
か
れ
る
地
の
文
に
は
庵
点
は
全
く
出
現
し
な
い
の
だ
が
、
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
発
話
に
は
、
次
の
よ

う
な
｛
『
発
話
内
容
』
と
Ｖ
２
｝
の
文
も
出
て
く
る
。 

(

二
八)

犬
は
乀
か
み
き
れ
を
と
っ
た
と
っ
て
な
ん
の
や
く
に
た
つ
も
の
だ
し
か
し
て
ら
さ
れ
も
し
め
え
か
ら
あ
い
て
に
な
っ
て
や
ろ

う
と
こ
の
い
ぬ
と
ん
だ
は
つ
め
い
も
の
な
り
『
初
登
山
手
習
方
帖
』(

注
四
二) 

(

二
九) 

乀
だ
ん
な
さ
ん
は
け
し
か
ら
ぬ
あ
ん
じ
を
な
さ
る
ぢ
き
に
は
た
き
さ
う
な
こ
っ
た
と
女
髪
結
い
口
の
う
ち
で
い
ふ
『
箱
入
娘

面
屋
人
魚
』
（
注
四
三
） 
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黒
本
の
作
に
も
「
乀
『
発
話
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
文
が
出
て
く
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
黄
表
紙
で
も
話
の
筋
を
物
語
る
地
の
文
で
は
な

く
、
登
場
人
物
の
発
話
に
「
乀
『
発
話
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
文
が
見
ら
れ
る
。
引
用
符
の
始
め
括
弧
に
近
い
か
た
ち
を
庵
点
で
示
し
て
い

る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
庵
点
は
発
話
の
開
始
で
あ
り
、「
と
」
は
閉
じ
括
弧
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
開
始
点
を
区
別
で
き

れ
ば
、
閉
じ
括
弧
の
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
後
の
作
に
も
注
目
し
て
行
き
た
い
。 

 

１-

８-

６ 
庵
点
の
常
用
か
ら
引
用
符
へ 

 

草
双
紙
の
流
れ
の
中
で
定
着
し
た
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
発
話
に
庵
点
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
刊
年
不
明

な
が
ら
天
保
年
間
と
推
定
さ
れ
る
『
化
も
の
が
た
り
』(

注
四
四)

で
は
発
話
数
が
一
五
例
で
、
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
の
は
一
四
で
あ
る
。

ま
た
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
八
）
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
と
い
う
国
芳
画
の
『
大
島
台
猫
の
嫁
入
り
』（
注
四
五
）
で
も
一
二
の
発
話
数
の

す
べ
て
に
庵
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
題
材
は
赤
本
の
も
の
を
踏
襲
し
た
と
あ
る
が
、
庵
点
の
付
け
方
は
時
代
の
違
い
を
写
し
て
い
る
。 

 

草
双
紙
は
そ
の
後
、
読
本
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
長
編
小
説
に
移
行
し
て
行
く
中
で
膨
大
な
文
字
が
絵
以
外
の
空
白
を
埋
め
盡
く
す
と

い
う
体
裁
が
と
ら
れ
、
本
文
主
体
の
紙
面
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
特
筆
す
べ
き
は
、
黄
表
紙
に
は
地
の
文
に
庵
点
は

付
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
、
読
本
で
は
圧
倒
的
な
文
字
量
で
物
語
を
述
べ
る
地
の
文
に
、
庵
点
が
発
話
の
開
始
を
表
す
こ
と
を
示
す
た
め
に

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
黄
表
紙
の
代
表
的
作
家
で
あ
る
山
東
京
伝
は
読
本
作
者
に
転
身
す
る
の
だ
が
、『
ヘ
マ
ム
シ
入

道
昔
話
』(

注
四
六)

に
も
其
の
一
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
は
庵
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
風
呂
に
集
う
人
々
の
発
話
を
つ
な
い
で
構
成
さ
れ

る
滑
稽
本
だ
が
、
庵
点
の
形
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
庵
点
は
「
い
お
り
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
屋
根
の
形
「
〽
」
で
あ
っ
た
が
、
浮
世
風

呂
で
は
「
乁
」
と
な
り
、
鈎
括
弧
の
形
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
い
る
。
曲
線
が
直
角
化
し
て
い
る
と
言
え
ば
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
開
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始
が
庵
点
で
、
例
（
三
〇
）
の
よ
う
に
終
わ
り
が
閉
じ
括
弧
で
あ
る
例
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

(

三
〇)

か
み

乀
へ
ゝ
関か

ん

東と

べ
い
が
さ
い
ろ
く
を
せ
え
ろ
く
と
け
た
い
な
詞

こ
と
ば

つ
き
じ
ゃ
な
ァ
お
慮
外

り
ょ
ぐ
わ
い

も
お
り
ょ
げ
え
。
観
音

く
わ
ん
お
ん

様
も
。
か

ん
の
ん
さ
ま
。
な
ん
の
こ
っ
ち
ゃ
ろ
な
。
さ
う
だ
か
ら
斯 か

う

だ
か
ら
ト
。
あ
の
ま
あ
。
か
ら
と
は
な
ん
じ
ゃ
エ
山

乁
か
ら
。
」
だ
か

ら
乁
か
ら
」
さ
。
故ゆ

え

と
い
う
こ
と
よ
。
そ
し
て
ま
た
上
方

か

み

が

た

の
乁
さ
か
い
」
と
ハ
な
ん
だ
へ
か
み

乁
さ
か
い
」
と
は
ナ
物も

の

の
境
目

さ

か

ひ

め

じ

ゃ
ハ
物も

の

の
限か

ぎ

る
所
が
境

さ
か
い

じ
ゃ
に
よ
っ
て
。
さ
う
じ
ゃ
さ
か
い
に
斯 か

う

し
た

境
さ
か
い

と
云い

ふ
の
じ
ゃ
ハ
い
な
あ
山

乁
そ
ん
な
ら
い
は
う
か

へ
江
戸

え

ど

詞
こ
と
ば

の
乁
か
ら
」
を
わ
ら
ひ
な
は
る
が
百
人
一
首

ひ

ゃ

く

に

ん

し

の
歌
に
な
ん
と
あ
る
エ
か
み

乁
ソ
レ
〱
。
最 も

う
百
人
一
首

ひ

ゃ

く

に

ん

し

じ
ゃ
。
ア
レ
ハ

首 し

じ
ゃ
な
い
百
人

ひ
ゃ
く
に

一
。.

首 し
ゅ

じ
ゃ
ハ
い
な
。
ま
だ
ま
ア
「
し
ゃ
く
に
ん
し
」
と
い
は
い
で
頼
母
し
い
ナ
『
諢
話
浮
世
風
呂
二
編
巻

の
上
女
中
湯
之
巻
』
）
（
注
四
七
） 

実
際
の
会
話
が
伝
わ
る
よ
う
に
様
々
な
工
夫
し
て
い
る
三
馬
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
か
ら
」
と
「
さ
か
い
」
に
上
と
下
の
鈎
括
弧
が
使
わ

れ
て
い
る
。
特
に
、
こ
こ
で
五
カ
所
の
閉
じ
鈎
括
弧
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
点
で
あ
る
。
こ
の
閉
じ
括
弧
は
、
次
の
乁
し
ゃ
く
に

ん
し
」
も
そ
う
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
直
角
の
鈎
が
使
わ
れ
て
い
る
。
開
始
の
括
弧
も
、
庵
点
特
有
の
カ
ー
ブ
が
僅
か
に
残
る
が
、
か
な
り
九

十
度
直
角
に
近
く
、
現
代
で
言
う
始
め
一
重
鈎
括
弧
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
句
読
点
も
、
三
馬
の
場
合
は
ま
だ
使
い
方
が
不
安

定
だ
が
、
こ
の
閉
じ
鈎
括
弧
も
、
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
ま
だ
部
分
的
な
使
用
に
止
ま
っ
て
い
る
。 

も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
地
の
文
以
外
で
も
「
『
発
話
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
文
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 

(

三
一)

バ
バ
乁
ハ
イ
ご
免
な
さ
い
。
出
ま
す
出
ま
す
ト
い
い
な
が
ら
ざ
く
ろ
ぐ
ち
を
出
て
留
め
お
け
を
つ
か
ひ
な
が
ら
（
注
四
八
） 

こ
の
文
型
は
庵
点
付
き
で
は
黒
本
時
代
で
も
確
認
で
き
た
が
、
数
多
く
は
な
か
っ
た
。
黄
表
紙
に
も
見
ら
れ
た
こ
の
形
は
、
読
本
合
巻

時
代
に
は
、
地
の
文
に
も
庵
点
付
き
で
見
る
よ
う
に
な
る
。
三
馬
の
『
浮
世
風
呂
』
で
は
発
話
内
容
の
開
始
点
に
庵
点
が
付
く
こ
と
は
、

も
は
や
定
着
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
発
話
主
は
庵
点
の
前
に
示
さ
れ
る
。
閉
じ
括
弧
の
機
能
を
果
た
す
「
と
」
は｢

ト｣

と
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書
か
れ
て
い
て
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
発
話
か
、
よ
り
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
発
話
の
開
始
を
表
す
庵
点
が
定
着
し
、
形
の
上
で
は

庵
点
の
曲
線
を
含
ん
だ
形
が
直
角
の
鈎
に
近
く
な
り
、
閉
じ
鈎
括
弧
も
形
と
し
て
は
出
現
し
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
人
気
作
家
の
一
人
で

あ
る
十
返
舎
一
九
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
も
、
庵
点
の
使
用
に
関
し
て
は
『
浮
世
風
呂
』
と
ほ
ぼ
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。 

明
治
時
代
に
は
鈎
括
弧
以
外
の
符
牒
も
み
ら
れ
る
と
あ
る
が
（
注
四
九
）
、
そ
れ
は
定
着
せ
ず
、
江
戸
時
代
に
使
わ
れ
て
い
た
庵
点
が
や

が
て
日
本
語
の
引
用
符
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
庵
点
は
江
戸
時
代
の
庶
民
の
読
み
物
に
使
用
さ

れ
続
け
、
発
話
の
開
始
の
記
号
と
し
て
定
着
し
、
現
代
の
鈎
括
弧
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
。
今
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
、
草
双
紙
だ
け
を
み
て
も
発
話
の
開
始
に
庵
点
を
付
す
と
い
う
使
い
方
が
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
長
い
時
間
を

か
け
て
三
馬
や
一
九
の
滑
稽
本
の
よ
う
な
か
た
ち
に
な
り
、
明
治
の
時
代
を
迎
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
他
言
語
の
引
用
様
式
を
取
り

入
れ
よ
う
と
し
て
も
日
本
語
に
定
着
さ
せ
る
の
は
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

寺
村
（
一
九
八
一
）
に
、「
『
と
』
」
は
『
思
い
』
の
内
容
で
も
、
つ
ま
り
口
に
出
し
て
言
わ
な
く
て
も
、
口
に
出
し
て
言
う
よ
う
に
表
現

す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
点
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
と
あ
る
（
注
五
〇
）
。
草
双
紙
の
庵
点
付
き
の
書
き
込
み
は
音
声
が
伴
わ

な
い
発
話
も
、
音
声
が
あ
る
よ
う
に
表
現
す
る
一
つ
の
方
法
で
も
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
。 

 

草
双
紙
特
有
の
表
現
方
法
の
一
つ
に
「
吹
き
出
し
」
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
言
え
る
と
思
う
が
、
音
声
で
発
話
さ
れ
て
い
る
の
か
、
心
内

で
発
話
さ
れ
て
い
る
の
か
は
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
動
詞
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
言
っ
た
（
或
い
は
思
っ
た
）
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
す

と
い
う
表
現
形
式
は
、
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
読
者
の
受
け
取
り
方
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
後
の
課
題
と
し
て

こ
の
あ
た
り
も
具
体
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
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１-

８-

７ 

庵
点
と
「
吹
き
出
し
」 

近
世
文
芸
に
見
ら
れ
る
動
詞
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
言
っ
た
（
或
い
は
思
っ
た
）
こ
と
を
そ
の
ま
ま
記
す
と
い
う
表
現
形
式
と
し
て
、

「
吹
き
出
し
」
と
庵
点
と
い
う
補
助
記
号
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
草
双
紙
で
は
発
話
そ
の
も
の
を
書
き
込
む
だ
け
と
い
う
ご
く
素
朴

な
か
た
ち
だ
が
、
人
間
の
心
の
中
、
或
い
は
音
声
を
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
場
合
、
「
吹
き
出
し
」
を
使
っ
て
絵
を
描
き
込
ん
だ
り
庵
点

を
使
っ
て
音
声
を
入
れ
た
り
す
る
表
現
が
使
わ
れ
た
。 

庵
点
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
発
話
を
書
き
込
む
時
に
使
用
さ
れ
た
の
だ
が
、
音
声
を
伴
っ
て
発
話
さ
れ
た
の
か
或
い
は
心
内
発
話
な

の
か
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
本
来
は
独
白
と
し
て
自
分
に
向
か
っ
て
言
う
も
の
で
も
、
セ
リ
フ
の
よ
う
に
音
声
が
伴
わ
れ
て
発
話
さ
れ
る

よ
う
に
表
現
さ
れ
た
り
、
作
者
の
心
の
声
が
そ
の
ま
ま
書
き
込
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
思
っ
た
こ
と
、
言
っ
た
こ
と
を
区
別
し
な

く
て
も
良
い
、
使
い
勝
手
の
良
い
表
現
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

「
吹
き
出
し
」
は
前
述
し
た
よ
う
に
作
者
の
心
の
内
を
主
に
絵
で
表
現
す
る
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
夢
の
内
容
や
心
の
葛
藤
な

ど
が
吹
き
出
さ
れ
た
線
の
中
に
絵
を
中
心
に
描
か
れ
る
。
思
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
本
人
し
か
知
り
得
な
い
心
の
葛
藤
な
ど
を
描
く
視
覚

的
な
表
現
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
視
覚
的
に
心
の
内
を
見
せ
る
「
吹
き
出
し
」
と
音
声
的
な
表
現
で
あ
る
庵
点
を
両
方
使
用
す
る
と
、

平
面
的
な
紙
面
を
よ
り
立
体
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

山
東
京
伝
『
心
学
早
染
草
』(

寛
政
二
年)

で
は
、
理
太
郎
と
道
理
先
生
が
対
面
す
る
場
面
で
、
理
太
郎
が
本
心
に
立
ち
返
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
理
太
郎
の
胸
か
ら
は
「
吹
き
出
し
」
が
ひ
ろ
が
り
、
そ
の
中
に
は
理
太
郎
の
心
内
が
描
か
れ
る
。
悪
魂
を
仇
討
ち
す
る
善

魂
の
女
房
と
其
の
倅
が
描
か
れ
、
庵
点
付
き
で
「
夫
の
敵
勝
負
勝
負
」
「
思
い
知
っ
た
か
」
「
親
の
敵
勝
負
し
ろ
」
と
発
話
が
書
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
悪
魂
の
集
団
が
理
太
郎
の
心
内
を
去
る
絵
も
描
か
れ
る
。 

京
伝
は
理
太
郎
を
、
胸
の
内
と
胸
の
外
に
分
け
て
描
い
た
。
目
に
見
え
る
世
界
で
聞
え
る
発
話
は
「
吹
き
出
し
」
の
外
に
、
理
太
郎
の
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心
の
中
の
ド
ラ
マ
は
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
と
描
き
分
け
た
の
で
あ
る
。
「
吹
き
出
し
」
、
絵
、
庵
点
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
太
郎

の
心
の
葛
藤
を
視
覚
的
に
も
わ
か
り
や
す
く
音
声
付
き
で
描
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
言
う
」
「
思
う
」
な
ど
の
動
詞
を
使
う
こ
と

な
く
登
場
人
物
の
心
を
描
い
て
い
く
こ
の
表
現
方
法
は
、
草
双
紙
の
特
徴
的
な
表
現
方
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

「
吹
き
出
し
」
と
庵
点
は
草
双
紙
の
中
で
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
定
着
し
て
い
っ
た
が
、
時
代
が
明
治
に
近
く
な
り
「
吹
き
出
し
」
の
中

に
文
字
だ
け
が
書
き
込
ま
れ
る
例
も
出
て
く
る
。
そ
れ
は
音
声
と
し
て
発
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
心
の
内
に
願
い
事
と
し
て
発
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
非
常
に
曖
昧
に
み
え
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
頃
出
さ
れ
た
二
枚
の
浮
世
絵
を
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
。 

 

二
〇
一
〇
年
に
板
橋
区
立
美
術
館
主
催
の
「
イ
タ
リ
ア
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
秘
蔵
浮
世
絵
名
画
展
『
浮
世
絵
の
死
角
』
展
」
に
、
大
判
の
錦
絵

歌
川
国
芳
「
於
竹
大
日
如
来
」
と
歌
川
芳
虎
「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
の
二
枚
が
出
品
さ
れ
た
。
こ
の
浮
世
絵
展
は
イ
タ
リ
ア
の
コ
レ
ク
タ
ー

の
所
蔵
で
あ
り
里
帰
り
展
示
だ
が
、
そ
の
中
で
こ
の
二
枚
の
浮
世
絵
は
、
庵
点
と
「
吹
き
出
し
」
の
使
用
に
関
し
て
、
興
味
深
い
資
料
で

あ
っ
た
。 

 

二
作
と
も
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
頃
出
さ
れ
た
浮
世
絵
で
、
上
部
に
そ
れ
ぞ
れ
於
竹
大
日
如
来
、
奪
衣
婆
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
向
か

っ
て
男
女
が
自
分
の
願
い
を
述
べ
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。「
於
竹
大
日
如
来
」
で
は
そ
の
下
に
参
詣
す
る
男
女
九
人
が
願
い
を
言

う
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
吹
き
出
し
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
が
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
絵
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
願
い
に
は
庵
点
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。 

翻
字
し
、
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
に
し
句
読
点
付
き
で
、
次
に
全
文
を
挙
げ
る
。 

於
竹
大
日
如
来 

一
切

い

っ

さ

い

衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

も
ろ
も
ろ
の
願

ぐ
わ
ん

を
か
け
る 

 

一
勇
齋
国
芳
画 
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男
①
乁
わ
た
く
し
は
安
い
も
の
が
好
き
で
こ
の
通
り
の
鼻
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
御
利
益
で
こ
の
鼻
が
人
並
に
な
り
ま
す
よ
う

に
お
願
ひ
申
し
ま
す 

男
②
乁
あ
り
が
た
や
、
あ
り
が
た
や
。
於
竹
大
日
如
来
様
こ
の
よ
う
な
男
で
も
よ
い
カ
カ
ア
を
持
ち
ま
す
よ
う
に
御
守
り
な
さ
れ

て
く
だ
さ
り
ま
せ
。 

女
①
乁
な
む
大
日
如
来
様
わ
た
く
し
の
舅
が
意
地
が
悪
く
っ
て
な
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
こ
れ
よ
り
思
い
入
れ
朝
寝
を
致
し
て
も
小

言
を
い
い
ま
せ
ん
よ
う
に
な
す
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
。 

女
②
乁
わ
た
く
し
は
よ
い
着
物
と
櫛
と
簪
が
た
ん
と
で
き
て
毎
日
お
い
し
い
も
の
を
た
ん
と
食
べ
て
そ
し
て
江
戸
一
番
と
い
ふ
い

い
男
を
亭
主
に
持
ち
ま
す
や
う
に
お
願
い
申
し
ま
す
。 

お
も
ひ
の
ほ
か
よ
く
ば
っ
た
事
を
ね
が
ふ
む
す
め
な
り 

男
③
乁
な
ま
い
だ
な
ま
い
だ
。
わ
た
く
し
の
カ
カ
ア
が
ち
ょ
う
ど
臨
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。
か
う
は
や
く
い
い
子
を
産
み
ま
す
よ
う

に
御
願
い
で
ご
ざ
り
ま
す
。 

男
④
乁
こ
の
頃
は
続
い
て
の
不
幸
せ
で
商
い
は
ひ
ま
な
り
。
さ
っ
ぱ
り
つ
ま
り
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
御
利
益
で
金
の
つ
る
に
取
り
付

き
と
う
ご
ざ
り
ま
す
。 

男
⑤
乁
南
無
於
竹
大
日
如
来
何
と
ぞ
御
利
益
感
応
を
も
っ
て
家
内
安
全
無
病
息
災
武
運
長
久
国
土
安
穏
。
ホ
イ
こ
れ
は
し
た
り
我

が
身
分
で
そ
ん
な
こ
と
ま
で
願
わ
ず
と
も
良
か
っ
た
。
も
し
於
竹
様
此
れ
は
ほ
ん
の
口
が
す
べ
っ
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。 

男
⑥
乁
さ
て
あ
な
た
も
大
勢
の
願
掛
け
で
さ
ぞ
急
が
し
う
ご
ざ
り
ま
せ
う
が
、
ち
ょ
っ
と
そ
ゆ
わ
る
ひ
へ
わ
た
く
し
の
願
を
も
お

挟
み
な
す
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
。
そ
れ
に
こ
の
間
申
し
た
お
く
り
お
忘
れ
な
く
願
い
ま
す
。 

男
⑦
乁
謹
上
再
拝
南
無
大
日
盧
遮
那
仏
な
ま
い
だ
な
ま
い
だ 

http://backcountry.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/post-0df2.html
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「
吹
き
出
し
」
に
「
発
話
思
考
内
容
」
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
「
吹
き
出
し
」
の
線
は
袋
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
於
竹
如
来

に
向
か
っ
て
各
人
の
願
い
が
吹
き
出
す
形
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
い
ず
れ
も
当
時
の
一
般
庶
民
が
日
常
生
活
の
中
で
抱
き
が
ち
な
望
み

な
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
だ
け
が
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
音
声
と
し
て
発
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
心
に
念
じ
て
い
て
、
音
声
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

同
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
て
い
る
歌
川
良
虎
作
の
大
判
錦
絵
「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
も
同
じ
構
図
で
、
奪
衣
婆
が
上
部
の
雲
の
上
に
座
り
、

そ
れ
に
向
か
っ
て
一
一
人
の
男
女
が
願
を
述
べ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
於
竹
大
日
如
来
」
と
同
じ
く
「
吹
き
出
し
」
に
文
字
だ
け
で

発
話
内
容
が
描
か
れ
て
、
吹
き
出
す
形
で
「
吹
き
出
し
」
が
あ
り
上
部
は
閉
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
胸
の
う
ち
か
ら
思
い
が
噴

出
し
、「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
に
願
い
を
掛
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
「
於
竹
大
日
如
来
」
同
様
、
日
常
生
活
の
さ
さ
や
か
な
望
み
で

あ
る
。 

 

ど
ち
ら
の
場
合
も
起
点
と
し
て
は
言
葉
を
発
す
口
か
と
思
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。「
於
竹
大
日
如
来
」
で
は
、
口
が
起
点
に
な

っ
て
い
る
の
は
九
人
中
、
女
①
と
女
②
、
男
③
④
⑤
⑥
の
六
人
で
あ
り
、
他
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
は
一
一
人
全

員
の
胸
の
辺
り
か
ら
の
「
吹
き
出
し
」
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
願
い
事
が
描
か
れ
て
い
る
。
庵
点
を
見
て
み
る
と
「
於
竹
大
日
如
来
」
で

は
全
員
に
庵
点
が
付
し
て
あ
る
が
、
「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
の
方
に
は
庵
点
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

「
於
竹
大
日
如
来
」
の
方
に
庵
点
が
付
し
て
あ
り
、
ま
た
口
が
起
点
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
手
が
口
の
近
く
に
あ
り
、

於
竹
さ
ん
に
向
か
っ
て
手
を
メ
ガ
ホ
ン
代
わ
り
に
口
に
当
て
、
大
き
な
声
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
口
か
ら
音
が
噴
き
出
す
、

即
ち
言
葉
に
な
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
単
に
胸
で
願
い
事
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
実
際
に
音
声
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

庵
点
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
幕
末
に
近
く
に
な
っ
て
庵
点
を
使
っ
て
発
話
を
記
す
よ
う
に
な
り
、
「
吹
き
出
し
」
も
絵
で
は
な
く
言
葉

が
書
き
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
引
用
符
を
使
っ
て
会
話
文
を
表
す
現
代
に
近
づ
い
て
い
る
印
象
は
受
け
る
。 
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「
吹
き
出
し
」
で
あ
る
の
に
絵
は
描
か
れ
ず
、
発
話
だ
け
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
願
い
が
示
さ
れ

て
い
る
だ
け
な
の
で
、
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
心
内
発
話
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
人
物
の
発
話
の
開
始
を
表
す
庵
点
と
、

登
場
人
物
の
心
内
を
絵
で
表
す
「
吹
き
出
し
」
と
が
合
体
し
た
よ
う
な
「
於
竹
大
日
如
来
」
と
「
綿
の
お
婆
さ
ん
」
の
二
作
で
は
、
そ
の

区
別
は
関
心
が
持
た
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
二
枚
の
絵
は
言
っ
た
こ
と
、
思
っ
た
こ
と
が
曖
昧
な
ま
ま
「
吹
き
出
し
」
の
中

に
書
き
込
ま
れ
、
読
者
は
そ
れ
を
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
然
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
口
に
出
し

て
言
う
か
言
わ
な
い
か
は
曖
昧
で
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
関
心
が
向
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
示
す
一
例
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

も
う
二
、
三
十
年
ぐ
ら
い
前
の
こ
と
だ
が
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
議
の
あ
と
の
下
駄
箱
談
義
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
会
議
が
終
わ
っ

て
下
駄
箱
あ
た
り
に
さ
し
か
か
る
頃
に
、「
今
日
も
私
の
意
見
が
通
ら
な
か
っ
た
」
と
つ
ぶ
や
く
保
護
者
が
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の

人
は
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
の
胸
の
中
で
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
と
嘆

く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
意
見
と
し
て
通
る
は
ず
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
、
奇
異
に
感
じ
た
も
の
だ

っ
た
。
最
近
で
も
「
『
声
な
き
声
』
を
聞
く
」
と
い
う
言
い
方
が
政
党
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
使
わ
れ
て
い
た
り
、
「
保
育
園
に
子
供
を
入
れ
ら

れ
な
か
っ
た
」
と
嘆
く
人
の
中
に
は
、
そ
も
そ
も
申
請
し
て
い
な
い
人
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
聞
い
た
り
す
る
。 

音
声
と
し
て
発
話
さ
れ
た
こ
と
か
、
心
内
で
発
話
さ
れ
た
こ
と
か
明
確
に
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
「
吹
き
出
し
」
で
、
「
於
竹
大
日
如

来
」
へ
願
掛
け
を
す
る
子
孫
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
う
驚
く
こ
と
で
も
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

【
注
】 

(

注
一
）
引
用
の
カ
ギ
か
っ
こ
は
、
歴
史
は
比
較
的
新
し
く
、
歌
や
会
話
に
引
用
に
は
、
改
行
や
庵
点
〽 

な
ど
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
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『
日
本
語
大
事
典
』 

(

下) 

会
話
と
い
う
こ
と
に
特
化
し
て
み
て
み
る
と
、
現
行
で
は
カ
ギ
括
弧
を
用
い
た
引
用
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
初

期
の
狂
言
台
本
な
ど
に
は
会
話
の
始
ま
り
に
右
下
が
り
の
庵
点
〽(

も
と
も
と
和
歌
や
連
歌
な
ど
の
右
肩
、
散
文
の
区
切
り
な
ど
に

用
い
ら
れ
る)

ら
し
き
も
の
が
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
後
期
の
滑
稽
本
や
人
情
本
、
明
治
初
期
の
小
説
類
の
会
話
箇
所
に

も
、
形
の
や
や
異
な
る
庵
点
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
図
解
日
本
の
文
字
』
（
補
助
符
号
） 

(

注
二)

鈴
木
重
三
・
木
村
八
重
子
編(

一
九
八
五)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
岩
波
書
店 

「
む
ぢ
な
の
敵
討
」
Ｐ
九 

(

注
三)

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館(

二
〇
一
七)

六
本
木
開
館
記
念
展
『
絵
本
マ
ニ
ア
列
伝
』
図
録 

 

(

注
四)

天
理
図
書
館
善
本
叢
書(

一
九
七
二)
『
古
奈
良
繪
本
集
』
「
ひ
だ
か
川
」
Ｐ
四
一
七 

(

注
五) 

同
上
Ｐ
七
一∼

Ｐ
九
三 

(

注
六)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
Ｐ
一
三
八 

(

注
七)

同
上
ｐ
二
九
六∼

ｐ
三
一
七 

歌
謡
を
題
材
に
し
た
赤
本
「
万
ざ
い
」
「
赤
本
う
た
ひ
づ
く
し
」｢

ぼ
ん
さ
ま
山
み
ち
や
ぶ
れ
た
衣｣

「
ゑ
ん
ま
き
ぶ
つ
な
り
ゃ
き
が
う
か
ぬ
」
い
ず
れ
も
庵
点
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。 

(

注
八)

「
ゑ
ん
ま
き
ぶ
つ
な
り
ゃ
き
が
う
か
ぬ
」
の
上
三
分
の
一
の
詞
書
の
部
分
に
は 

歌
の
詞
章
と
み
ら
れ
る
１
８
か
所
に
▲
が
付
さ
れ
て
い
る
。 

(

注
九)

『
昔
話
』
東
京
大
学
付
属
図
書
館
霞
亭
文
庫 

(

注
十)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
ｐ
一
三
～
ｐ
七
四
九
種
の
昔
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

(

注
一
一)

同
上
Ｐ
二
一
九 

東
京
都
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ 
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(

注
一
二)

▲
み
こ
し
が
の
さ
は
っ
て
め
八
ぶ
ん
み
る
が
は
ら
が
た
つ
大
将
も
も
ん
ぐ
わ 

(
注
一
三)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
Ｐ
一
一
九 

(

注
一
四)
『
江
戸
の
絵
本
初
期
草
双
紙
集
成Ⅱ

』
Ｐ
九
六 

(

注
一
五)

同
上 
Ｐ
一
二
八 

(

注
一
六)

岩
崎
文
庫
貴
重
本
叢
刊
『
草
双
紙
』
Ｐ
一
〇
四 

(

注
一
七)

『
江
戸
の
絵
本
初
期
草
双
紙
集
成
』
Ｐ
一
三
〇 

 

(

注
一
八)

同
上Ⅱ

Ｐ
二
七
八 

(

注
一
九)

同
上Ⅳ

Ｐ
一
六
九 

(

注
二
〇)

岩
崎
文
庫
貴
重
本
叢
刊
『
草
双
紙
』
Ｐ
一
〇
五 

(

注
二
一)

『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
日
本
古
典
文
学
全
集
Ｐ
二
六 

東
洋
文
庫
蔵
『
金
々
先
生
榮
花
夢
』
日
本

古
典
文
学
会 

(

注
二
二)

『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
東
京
都
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ 

(

注
二
三) 

十
返
舎
一
九
『
的
中
地
本
問
屋
』
享
和
二
年(

一
八
〇
二)  

上
段
庵
点
下
段
発
話 

(

注
二
四)

『
山
東
京
伝
全
集
』
第
二
巻
黄
表
紙
集 

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本 

(

注
二
五)

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』(

一)

Ｐ
二
四
三 

(

注
二
六)

同
上(

一)

Ｐ
二
三
〇 

(

注
二
七)

同
上(

四)

Ｐ
二
三 

(

注
二
八)

同
上(

一)

Ｐ
二
六
四 

注 24 庵点と  発話数          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計  

ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ  ｵ  ｳ    

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 15 

0 2 2 2 １  3 2 0 3 3 3 2 3 2 2 2 1 0 0 1 29 
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(

注
二
九)

同
上(

二) 

Ｐ
一
七
六 

 

(
注
三
十)

同
上(

一) 

Ｐ
九
三 

(

注
三
一)
同
上(

二) 

Ｐ
二
二
九 

(

注
三
二)

同
上(
二) 

Ｐ
二
三
三 

(

注
三
三)

同
上(

二) 
Ｐ
一
二
六 

(

注
三
四)

同
上
続(

二)
Ｐ
一
四
四 

『
黄
表
紙
廿
五
種
』
Ｐ
一
五
〇 

(

注
三
五)

同
上(

四) 

Ｐ
一
一
二 

 

(

注
三
六)

『
初
登
山
手
習
方
帖
』
国
立
国
会
図
書
館
臓
本 

(

注
三
七)

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』
（
二
）
Ｐ
二
四
一 

(

注
三
八)

同
上
続(

二)

ｐ
一
九
八
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

(

注
三
九)

同
上(

一) 

Ｐ
二
一
八 

(

注
四
〇)

同
上(

四
）
Ｐ
五
四 

(

注
四
一)

同
上(

四
）
Ｐ
五
五 

(

注
四
二)

同
上(

四) 

Ｐ
一
二
九 

(

注
四
三)

『
山
東
京
伝
全
集
』
第
二
巻 

黄
表
紙
集
２ 

Ｐ
四
四
二 

(

注
四
四)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
Ｐ
四
四
七
～
Ｐ
四
五
七 

(

注
四
五)

同
上
Ｐ
四
七
六
～
Ｐ
四
七
八 

(

注
四
六)

『
草
双
紙
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
Ｐ
三
六
三
～
Ｐ
四
二
四 
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(

注
四
七) 

式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

(
注
四
八) 

式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

(

注
四
九)
『
図
解
日
本
語
の
文
字
』
会
話
の
引
用
符 

(

注
五
〇) 

寺
村
英
夫
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
の
文
法(

下)

』
Ｐ
一
四
八 

 

【
参
考
文
献
】 

山
口
剛
解
題(

一
九
二
六)

『
黄
表
紙
廿
五
種
』
日
本
名
著
全
集
刊
行
會 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書(

一
九
七
二
）
『
古
奈
良
繪
本
集
』
八
木
書
店 

岩
崎
文
庫
貴
重
本
叢
刊(

一
九
七
四
）
『
草
双
紙
』
貴
重
本
刊
行
会 

小
池
正
胤
・
宇
田
敏
彦
・
中
山
右
尚
・
棚
橋
正
博(

一
九
八
〇
～
八
五)

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』
全
四
巻,

続
全
二
巻 

社
会
思
想
社 

現
代

教
養
文
庫 

寺
村
英
夫
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
の
文
法(

下)

』
国
立
国
語
研
究
所 

鈴
木
重
三 

木
村
八
重
子
編(

一
九
八
五)

『
近
世
子
供
の
絵
本
集
江
戸
編
』
岩
波
書
店 

小
池
正
胤 

叢
の
会(

一
九
八
七
～
一
九
八
九)

『
江
戸
の
絵
本 

初
期
草
双
紙
集
成Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

』
国
書
刊
行
会 

山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会(

一
九
九
三)

『
山
東
京
伝
全
集
』
１
・Ⅱ
ペ
リ
カ
ン
社 

大
熊
智
子(

一
九
九
五) ｢

引
用
符
を
用
い
た
会
話
文
表
記
の
成
立｣

東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
八
四 

一
九
九
五-

〇
九 

木
村
八
重
子 

宇
田
敏
彦 

小
池
正
胤(

一
九
九
七)

『
草
双
紙
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

岩
波
書
店 

棚
橋
正
博 

鈴
木
勝
忠 

宇
田
敏
彦
（
一
九
九
九
）
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
日
本
古
典
文
学
全
集 

小
学
館 
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沖
森
卓
也 

笹
原
宏
之 

常
盤
智
子 

山
本
真
吾
（
二
〇
一
一
）
『
図
解
日
本
の
文
字
』
三
省
堂 

日
本
語
大
辞
典
編
集
委
員
『
日
本
語
大
事
典
』 

(

下)(

二
〇
一
四)

朝
倉
書
店 

 

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

『
箱
入
娘
面
屋
人
魚
』
東
京
都
立
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ 

『
京
傳
浮
世
之
酔
醒
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
臓
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

『
初
登
山
手
習
方
帖
』
国
立
国
会
図
書
館
臓
本 

『
昔
話
』
東
京
大
学
付
属
図
書
館
霞
亭
文
庫 

『
浮
世
風
呂
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

『
的
中
地
本
問
屋
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

東
洋
文
庫
蔵
『
金
々
先
生
榮
花
夢
』
日
本
古
典
文
学
会 

歌
川
国
芳
「
於
竹
大
日
如
来
」
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館(

二
〇
一
七) 

六
本
木
開
館
記
念
展
『
絵
本
マ
ニ
ア
列
伝
』
図
録 
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、 

一
―
九 

近
代
小
説
に
お
け
る
引
用 

  
１-

９-
１ 

は
じ
め
に 

 

三
上
章
（
一
九
六
三
）
は
直
接
話
法
を
「
正
置
」「
反
復
」「
倒
置
」「
セ
リ
フ
止
め
」
の
四
つ
に
分
類
し
た
。
話
者
の
発
話
内
容
を
括
弧

だ
け
で
示
す
も
の
を
「
セ
リ
フ
止
め
」
と
し
、
「
『
セ
リ
フ
止
め
』
は
書
き
こ
と
ば
（
主
と
し
て
小
説
）
だ
け
に
使
わ
れ
る
手
法
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
『
セ
リ
フ
止
め
』
は
引
用
符
の
文
学
的
約
束
と
言
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
引
用
法
と
し
て
は
引
用
文
を

to

で
受
け
る
の
が
原
則

で
あ
る
」
と
述
べ
た
。「
セ
リ
フ
止
め
」
と
は
引
用
の
助
詞
「
と
」
を
使
わ
ず
、
た
だ
発
話
内
容
を
鈎
括
弧
で
示
し
た
だ
け
の
引
用
を
さ
す

と
い
う
の
で
あ
る
。 

金
田
一
（
一
九
九
八
）
は
『
日
本
語
』（
上
）
の
中
で
「
相
手
に
よ
っ
て
言
葉
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
自
分
の
身
分
を
考
え
て
言

葉
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
な
人
の
役
を
演
ず
る
日
本
の
俳
優
は
つ
ら
い
」
と
し
、
中
村
芝
鶴
の
苦
労
話
と
し

て
「
い
つ
江
戸
へ
来
た
か
」
と
言
う
の
に
変
化
が
十
い
く
つ
あ
る
と
い
っ
た
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
語
で
は
会
話
を
描

写
す
る
の
に
断
り
書
き
が
い
ら
な
い
こ
と
が
長
所
で
あ
る
と
し
、『
金
色
夜
叉
』
の
冒
頭
の
会
話
の
部
分
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
日
本

語
で
は
誰
か
が
何
か
を
言
っ
た
こ
と
を
書
き
表
す
場
合
に
、「
だ
れ
だ
れ
が
何
々
と
言
っ
た
」
で
は
な
く｢

何
々｣

を
そ
の
ま
ま
書
け
ば
、
だ

れ
が
言
っ
た
か
わ
か
り
混
乱
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。 

 

日
本
語
で
は
、
引
用
の
助
詞
「
と
」
を
使
っ
て
埋
め
込
み
構
造
と
し
て
引
用
文
を
形
成
す
る
と
柴
谷(

一
九
七
八)

は
述
べ
る
。
三
上
は

前
述
の
よ
う
に
、
「
セ
リ
フ
止
め
」
の
よ
う
に
「
と
」
を
使
わ
な
い
引
用
も
あ
る
と
し
な
が
ら
、
「
と
」
で
受
け
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
も
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い
う
。 

そ
れ
で
は
「
と
」
で
受
け
る
引
用
文
と
、
発
話
そ
の
も
の
だ
け
を
示
す
引
用
は
小
説
の
中
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
割
合
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
い
か
え
れ
ば
、
三
上
の
言
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
は
小
説
の
中
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
割
合
を
占
め
る
も
の
な
の
か
。
い
く
つ
か
の
小
説
を
具

体
的
に
調
査
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

ま
た
、「
内
容
」
を
受
け
る
「
と
」
に
後
続
す
る
動
詞
は
必
ず
し
も
「
言
う
」
や
「
話
す
」
な
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
表
す
動
詞
だ
け

で
は
な
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
柴
谷
（
一
九
七
八
）
は
引
用
句
を
受
け
る
動
詞
は
「
言
う
」「
伝
え
る
」「
思
う
」「
考
え
る
」
と
い

っ
た
「
情
報
処
理
」
を
表
す
動
詞
と
し
た
上
で
、
「
入
っ
て
き
た
」
「
吹
き
出
し
た
」
な
ど
、
情
報
処
理
で
は
な
い
動
詞
が
来
る
場
合
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
「
と
言
っ
て
」
の
省
略
さ
れ
た
形
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
、
と
し
て
い
る
。
奥
津
（
一
九
九
三
）
は
日
本
語
の
「
と
」
に

後
置
さ
れ
る
動
詞
に
つ
い
て
「
主
文
の
動
詞
『
立
ち
上
が
っ
た
』
を
引
用
動
詞
と
い
う
わ
け
に
も
行
く
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
言
う
」

「
話
す
」
な
ど
の
動
詞
が
発
話
内
容
を
受
け
る
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
日
本
語
で
は
「
立
ち
上
が
る
」
な
ど
の
動

作
を
表
す
動
詞
が
発
話
内
容
を
受
け
る
「
と
」
に
続
く
か
ら
で
あ
る
。 

 

１-

９-

２ 

二
つ
の
形 

調
査
方
法
は
一
つ
の
小
説
中
の
鈎
括
弧
で
く
く
ら
れ
て
い
る
文
を
す
べ
て
抽
出
し
、
『
発
話
思
考
内
容
』
だ
け
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を

Ａ
と
し
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
Ｂ
と
し
た
。
つ
ま
り
、
金
田
一
が
日
本
語
の
特
技
で
あ
る
と
い
う

だ
れ
が
ど
う
言
っ
た
か
と
断
り
書
き
を
つ
け
な
い
発
話
内
容
だ
け
の
文
、
三
上
が
言
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
が
Ａ
で
あ
り
、
柴
谷
が
言
う
「
引

用
標
識
『
と
』
に
よ
っ
て
『
言
う
』
と
か
『
思
う
』
を
動
詞
と
す
る
文
に
直
接
引
用
文
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
す
る
文
が
Ｂ
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、
式
亭
三
馬
、
二
葉
亭
四
迷
、
夏
目
漱
石
、
芥
川
龍
之
介
、
志
賀
直
哉
、
永
井
荷
風
の
短
中
編
の
作
品
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
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る
。
そ
の
結
果
が
表
１
で
あ
る
。 

作
家
に
よ
っ
て
若
干
の
多
寡
は
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
タ
イ
プ
は
い
ず
れ
も
三
割
未
満
で
あ
り
、

七
割
以
上
は
Ａ
タ
イ
プ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
説
の
中
で
は
会
話
文
が
鈎
括
弧
で
そ
の
ま
ま

示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
引
用
の
「
と
」
に
よ
っ
て
動
詞
に
つ
な
が
る
文
よ
り
、
か
な
り
多

い
数
を
占
め
て
い
る
。
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
形
式
を
取
ら
ず
、
発
話
そ
の
も

の
だ
け
を
括
弧
だ
け
で
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
だ
れ
か
が
言
っ
た
こ
と
は
混
乱
な
く
読
者
に

了
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

先
を
急
い
で
現
代
作
家
で
は
ど
う
か
。
現
代
作
家
で
あ
る
小
川
洋
子
短
編
集
『
海
』（
二
〇

〇
六
）
に
収
め
ら
れ
る
七
作
品
を
同
じ

よ
う
に
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
表
に
ま

と
め
ら
れ
る
。
（
表
２
〉 

鈎
括
弧
で
か
こ
ま
れ
た
『
発
話
思
考
内
容
』
の
部
分
を
見
て
み
る
と
、
表
に
示
し

た
よ
う
に
そ
の
発
話
の
内
容
を
「
と
」
で
受
け
止
め
て
い
る
Ｂ
タ
イ
プ
の
例
は
非
常

に
稀
で
、
Ａ
タ
イ
プ
が
多
数
を
占
め
る
。
三
上
の
言
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
小
説
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
例
も
あ
る
。

「
風
薫
る
ウ
ィ
ー
ン
の
旅
六
日
間
」
は
五
七
も
鈎
括
弧
の
発
話
が
出
て
く
る
が
、
引

用
の
「
と
」
は
一
度
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
短
編
集
は
Ａ
タ
イ
プ
に
よ
り
場

面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

（表 1）  作品名  発表年  直接引用文  Ａ  Ｂ  

浮世風呂前編巻之上  1808 237 200 37 

浮世風呂後編巻之下  1808 380 357 23 

浮雲  1889 1078 776 302 

草枕  1907 734 633 101 

戯作三昧  1917 131 127 ４  

小僧の神様  1920 69 50 19 

つゆのあとさき  1931 503 362 151 

（表２）小川洋子『海』作品名  直接引用文  Ａ  Ｂ  

海  90 85 5 

風薫るウィーンの旅六日間  57 56 1 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ和文タイプ事務所  57 56 1 

銀色のかぎ針   6  4 2 

缶入りドロップ   6  5 1 

こトラック  12 11 1 

ガイド  56 53 3 

合計  284 271 13 
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(

一
）
「
あ
の
う
、･

･
･

」 

う
つ
む
い
た
ま
ま
琴
子
さ
ん
が
つ
ぶ
や
い
た
。 

「
ホ
テ
ル
の
名
前
を
、
こ
こ
へ
書
い
て
い
た
だ
く
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
」 

そ
う
言
っ
て
、
掌
を
私
に
向
け
て
差
し
出
し
た
。 

「
も
し
迷
子
に
な
っ
て
、
か
え
れ
な
く
な
っ
た
ら
困
り
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
難
し
く
て
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お
恥
ず

か
し
い
話
で
す
が･

･
･

」(

小
川
洋
子
「
風
薫
る
ウ
ィ
ー
ン
の
旅
六
日
間
」) 

 
 

こ
こ
で
は
「
と
」
は
一
度
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
発
話
と
発
話
の
状
況
を
表
す
文
は
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
発
話
と
動
詞
を
つ
な
ぐ

「
と
」
は
使
用
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
発
話
内
容
を
表
す
文
だ
け
で
会
話
が
進
行
し
て
も
、
鈎
括
弧
が
あ
れ
ば
だ
れ
か
が
言
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
内
容
か
ら
だ
れ
が
言
っ
た
の
か
わ
か
る
た
め
、「
誰
々
が
何
々
と
言
っ
た
」
と
書
く
必
要
は
な
い
。
こ

の
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
「
と
」
の
出
現
は
わ
ず
か
な
数
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
短
編
集
で
は
、
他
の
作
品
に
も
同
じ
傾

向
が
見
ら
れ
る
。 

現
代
作
家
の
例
と
し
て
村
上
春
樹
作
品
に
つ
い
て
も
み
て
み
よ
う
。
二
〇
〇
五
年
に
発
行
さ
れ
た
『
不
思
議
な
図
書
館
』

は
短
編
小
説
で
あ
る
。
短
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
Ａ
、
Ｂ
に
分
け
て
表
に
ま
と
め
て
み
る
。
（
表
３
〉 

「
と
」
出
現
率
が
四
割
以
上
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
ま
で
見
て
き
た
小
説
に
比
べ
る
と
多
い
と
い
う
印
象
は
受
け

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
半
数
に
は
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
作
家
の
場
合
は
、
同
一
人
物
の
発
話
内
容
が
、
二
つ
に
分
け
て

記
さ
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。 

(

二
）
「
な
ん
か
不
満
は
あ
る
か
ね
？
」 

｢

は
い
」
と
ぼ
く
は
言
っ
た
。
「
母
と
む
く
ど
り
は
元
気
に
し
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
が
気
に
か
か
る
の
で
す
が
」 

（表３）村上春樹作品  引用文  Ａ   Ｂ       

不思議な図書館  250 142 108 
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｢

世
の
中
は
こ
と
も
な
く
な
が
れ
て
お
る
」
と
老
人
は
む
ず
か
し
い
顔
を
し
て
言
っ
た
。
「
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
こ
と
を

考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
つ
づ
け
て
お
る
。
母
親
も
し
か
り
、
む
く
ど
り
も
し
か
り
。
み
ん
な
同
じ
こ
と
だ
。
世
の
中
は
こ
と
も

な
く
流
れ
て
お
る
」
（
村
上
春
樹
『
不
思
議
な
図
書
館
』
」
） 

「
ぼ
く
」
も
老
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
続
き
の
発
話
内
容
は
二
つ
に
分
け
て
記
さ
れ
、
そ
の
前
半
に
動
詞
「
言
う
」
が
内
容
を
割
っ
て
入

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
実
際
上
「
言
う
」
が
文
末
か
ら
繰
り
上
が
っ
た
か
た
ち
に
な
る
。
他
の
部
分
も
そ
の
よ
う
な
表
現
が
観
察
さ
れ
、

そ
の
こ
と
が
Ｂ
タ
イ
プ
四
割
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
内
容
」
が
二
つ
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

発
話
内
容
が
短
く
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
長
い
発
話
内
容
の
後
に
「
～
と
言
っ
た
」
と
す
る
よ
り
読
み
や
す
く
、
後
半
は
発
話
内
容
だ

け
に
な
る
が
、
当
然
発
話
主
も
わ
か
る
。
ま
た
、
分
け
る
こ
と
に
よ
り
独
特
の
リ
ズ
ム
感
が
生
れ
る
。 

小
川
洋
子
の
短
編
集
で
は
Ａ
タ
イ
プ
が
圧
倒
的
と
い
え
る
ほ
ど
多
か
っ
た
が
、
村
上
春
樹
『
不
思
議
な
図
書
館
』
で
は
四
割
が
Ｂ
タ
イ

プ
で
あ
り
、
引
用
の
ス
タ
イ
ル
は
作
家
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
Ａ
タ
イ
プ
は
Ｂ
タ
イ
プ
よ
り
多
い
こ
と
は

変
わ
り
が
な
い
。 

こ
の
よ
う
に
、
成
立
年
代
が
違
う
い
く
つ
か
の
近
代
の
小
説
を
引
用
と
言
う
観
点
か
ら
、
発
話
内
容
だ
け
を
鈎
括
弧
で
示
し
て
あ
る
Ａ

タ
イ
プ
と
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
Ｂ
タ
イ
プ
と
に
分
け
て
み
る
と
、
作
家
の
個
性
の
違
い
に
よ
り
変
動
は
あ
る
が
、
Ａ
タ
イ

プ
が
Ｂ
タ
イ
プ
よ
り
多
い
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
た
。
と
り
あ
げ
た
小
説
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
結
果
を
以
っ
て
全
て
を
断
定

し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
「
『
セ
リ
フ
止
め
』
は
書
き
こ
と
ば
（
主
と
し
て
小
説
）
で
使
わ
れ
る
手
法
で
あ
る
」
と
い
う
三
上
の

指
摘
は
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 
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１-

９-

３ 

「
と
」
を
受
け
る
後
続
動
詞 

表Ⅰ

の
『
浮
世
風
呂
前
編
』『
浮
雲
』『
草
枕
』『
戯
作
三
昧
』『
小
僧
の
神
様
』『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
に
お
け
る
会
話
の
描
写
は
Ｂ
タ
イ

プ
が
三
割
以
下
で
あ
る
こ
と
を
前
述
し
た
。
こ
の
五
作
品
に
お
い
て
頻
度
の
点
で
は
突
出
し
て
違
う
傾
向
を
見
せ
る
作
家
は
な
か
っ
た
。

Ａ
タ
イ
プ
で
は
発
話
に
つ
な
が
る
動
詞
は
な
い
。
鈎
括
弧
と
い
う
が
『
浮
世
風
呂
』
に
は
今
で
言
う
鈎
括
弧
は
な
い
。
鈎
括
弧
に
当
た
る

庵
点
に
も
変
遷
は
あ
り
、
そ
れ
は
前
節
で
述
べ
た
。 

Ｂ
タ
イ
プ
で
は
後
続
動
詞
を
一
つ
一
つ
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
に
異
な
る
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
、
こ
こ
で
は
「
と
」

に
後
続
す
る
動
詞
か
ら
考
え
て
二
つ
に
分
類
し
て
考
え
て
み
る
。 

内
容
を
引
用
す
る
動
詞
が
日
本
語
で
は
い
わ
ゆ
る
引
用
動
詞
で
は
な
い
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
、
ま
た
そ
れ
は

「
と
言
っ
て
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
の
議
論
が
あ
っ
た(

注
一)

。
寺

村
（
一
九
八
一
）
は
英
語
と
比
較
し
て
「
本
来
な
ら
そ
う
い
う
補
語
を
取
ら
な
い
動

詞
に
か
か
っ
て
い
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。「
本
来
」
と
い
う
こ
と

ば
か
ら
、
英
語
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

こ
こ
で
は
、
日
本
語
の
引
用
文
に
後
続
す
る
「
と
」
と
「
と
て
」
か
ら
考
え
て
、

内
容
を
受
け
る
「
と
」
を
後
続
動
詞Ⅰ

と
し
、
発
話
内
容
を
あ
と
の
動
作
に
つ
な
ぐ

「
と
て
」
の
機
能
を
持
つ
「
と
」
を
後
続
動
詞Ⅱ

と
す
る
。
現
代
文
で
は
「
と
て
」

は
用
い
ら
れ
な
い
が
、「
と
て
」
の
機
能
は
「
と
」
に
受
け
継
が
れ
た
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
後
続
動
詞Ⅰ

と
し
た
の
は
、
「
言
う
」
「
尋
ね
る
」
な
ど
の
「
内
容
」
を
要

求
す
る
動
詞
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
引
用
動
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
こ
こ
に
分
類
さ
れ

（表４）  作品名  Ｂ  後続動詞Ⅰ  後続動詞Ⅱ  

浮世風呂前編巻之上  37 ８  38 

浮世風呂前編巻之下  23 ８  15 

浮雲  302 113 189 

草枕  1 46 54 

戯作三昧  ４  ４  0 

小僧の神様  19 14 5 

つゆのあとさき  151 44 98 

不思議な図書館  108 106 ２  
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る
。
ま
た
、
発
話
さ
れ
る
「
内
容
」
は
通
常
な
く
て
も
成
り
立
つ
動
詞
をⅡ

と
し
て
、
二
つ
に
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
〈
表
４
〉 

そ
の
結
果
、
表
で
示
す
よ
う
に
後
続
動
詞Ⅱ

の
ほ
う
が
多
い
小
説
、
『
浮
世
風
呂
』
『
浮
雲
』
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
『
草
枕
』
と
、
後

続
動
詞
１
の
方
が
多
い
小
説
、
『
戯
作
三
昧
』
『
小
僧
の
神
様
』
『
不
思
議
な
図
書
館
』
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
前
者
を
Ｘ
、
後
者
を
Ｙ

と
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

Ｘ
に
分
類
さ
れ
る
小
説 

 
 

『
浮
世
風
呂
』
前
編
巻
之
上
、
巻
之
下
、
『
浮
雲
』 

Ｙ
に
分
類
さ
れ
る
小
説 

 
 

『
草
枕
』
、
『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
『
戯
作
三
昧
』
『
小
僧
の
神
様
』
『
不
思
議
な
図
書
館
』 

更
に
こ
れ
ら
の
小
説
の
「
と
」
を
受
け
る
動
詞
を
具
体
的
に
示
す
。
ま
ず
、
Ｘ
と
分
類
し
た
作
品
か
ら
見
て
い
こ
う
。 

『
浮
世
風
呂
』
前
編
之
上 

Ⅰ

（
４
） 

 
 

言
ふ
３ 

聞
く
１ 

Ⅱ

（
３
３
） 

 

向
か
う 

つ
き
と
ば
す 

と
び
の
く
、
ふ
み
し
め
る 

す
４ 

す
わ
る 

か
け
だ
す 

入
る
３ 

く
ぐ
る 

ま
た
ぐ 

は
や
す 

 

あ
が
る 

つ
っ
ぱ
る 

こ
そ
ぐ
る 
た
た
く 

か
き
回
す 

わ
ら
ふ
２ 

出
て
行
く
２ 

ふ
く 

用
づ
る 

の
ぞ
く 

し
ぼ
る 

あ
び
る 

 

ひ
ろ
げ
る 

ま
る
め
る 

な
げ
こ
む 

『
浮
世
風
呂
』
前
編
巻
之
下 

Ⅰ

（
４
） 

 
 

言
ふ
４ 

 
 
 

 
 

Ⅱ

（
２
０
） 

や
る
２ 

ふ
き
か
け
る 

出
す
２ 

わ
ら
ふ 

上
が
る 

２
の
む 
く
む 

し
か
め
る 

お
り
る
２ 

か
し
ぐ 

の
ぶ
る 

立
ち
あ
が
る 

 

か
み
つ
く 

つ
か
ま
え
る 

な
だ
め
る 

ぬ
ぐ 

た
ち
わ
か
れ
る 

『
浮
世
風
呂
』
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
風
呂
に
集
ま
る
客
の
会
話
を
記
し
た
も
の
で
、
登
場
人
物
の
様
子
、
場
面
の
あ
り
さ
ま
は
二
行

に
わ
た
る
小
さ
い
文
字
で
描
か
れ
て
い
る
。
「
と
」
は
片
仮
名
の
「
ト
」
と
し
て
表
記
さ
れ
る
。
草
双
紙
で
は
、
「
吹
き
出
し
」
の
中
に
は
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夢
な
ど
を
中
心
に
、
そ
の
人
が
心
の
中
で
想
い
描
い
た
こ
と
が
絵
な
ど
で
書
き
込
ま
れ
る
の
が
普
通
で
、
現
代
の
漫
画
の
よ
う
に
人
物 

の
発
話
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
い
（
注
二
）
。
詞
書
は
発
話
さ
れ
る
人
物
の
絵
の
近
く
に
書
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
発
話
を
そ
の

ま
ま
書
い
た
に
過
ぎ
ず
「
ト
」
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
草
双
紙
は
地
の
文
と
絵
の
余
白
に
、
こ
こ
で
い
う
Ａ
タ
イ
プ
の
引
用
が

な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
『
浮
世
風
呂
』
で
は
発
話
主
の
名
前
が
右
肩
に
小
さ
く
書
か
れ
て
い
て
会
話
が
続
き
、
「
ト
Ｖ
」
の
文
が
二
行

に
わ
か
れ
て
書
か
れ
て
い
る
。 

洒
落
本
は
様
々
な
形
態
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
代
表
作
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
『
遊
子
方
言
』
で
は
、
登
場
人
物
の
会
話
の
や
り
と
り
で

構
成
さ
れ
る
。『
浮
世
風
呂
』
と
同
じ
よ
う
に
発
話
主
が
上
に
小
さ
く
書
き
込
ま
れ
る
だ
け
で
、
登
場
人
物
で
あ
る
通
り
者
や
む
す
こ
、
新

造
な
ど
の
発
話
だ
け
が
続
い
て
い
く
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
状
況
が
二
行
に
分
か
ち
書
き
さ
れ
て
い
る
部
分
に
「
～
と
Ｖ
」
が
出
て
く
る

だ
け
で
あ
る
。
発
話
を
つ
な
い
で
い
く
洒
落
本
の
典
型
的
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
然
Ａ
タ
イ
プ
が
発
話
全
体
の
九
〇
％
を

占
め
る
。
残
り
が
、
「
言
う
」「
上
が
る
」「
だ
す
」「
入
る
」「
ね
こ
ろ
ぶ
」「
肝
を
つ
ぶ
す
」「
か
け
だ
す
」
な
ど
が
「
と
」
の
後
続
動
詞
と

な
っ
て
い
る
。 

発
話
主
が
記
さ
れ
「
発
話
内
容
」
だ
け
の
や
り
取
り
が
続
き
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
が
出
て
く
る
『
浮

世
風
呂
』『
遊
子
方
言
』
な
ど
と
同
じ
構
造
で
あ
る
の
が
、
歌
舞
伎
の
ト
書
き
で
あ
る
。
台
本
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
人
物
が
ど
の
セ
リ
フ
を

言
う
か
、
セ
リ
フ
を
言
っ
た
後
に
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
に
動
作
す
る
か
書
か
れ
て
い
る
。
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
大
阪
と
京
都
で

上
演
さ
れ
た
並
木
五
瓶
『
五
大
力
恋
緘
』
を
見
て
み
る
と
、
冒
頭
部
分
に
以
下
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。 

（
三
）
片
岡
（
三
五
） 

源
五
兵
衛
殿
、
い
づ
れ
も
。 

新
七

皆
々

（
源
五
） 

ま
づ
ま
づ
。 

ト
同
じ
く
目
礼
す
る
。
片
岡
（
三
五
）
先
へ
、
段
々
に
思
い
入
れ
有
っ
て
露
地
へ
は
入
る
。 
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や
は
り
家
来
連
れ
て
は
入
る
。 

 
 
 

ト
橋
掛
か
り
よ
り
肴
屋
、
肴
籠
を
抱
へ
、
忙
し
そ
ふ
に
走
り
出
て
、 

 
 

肴
屋 

ゑ
ら
い
物
忘
れ
て
置
い
て
、
す
っ
て
の
事
に
料
理
人
に
目
玉
貰
は
ふ
と
し
た
。 

 
 

ト
こ
ん
な
事
言
ひ
言
ひ
門
口
へ
は
入
る
。
（
並
木
五
瓶
『
五
大
力
恋
緘
』
Ｐ
一
九 

松
崎
仁
注 

講
談
社
学
術
文
庫
三
一
九
） 

こ
こ
に
は
三
つ
の
「
ト
」
が
あ
る
。
最
初
の
「
ト
」
は
「
皆
々
ま
づ
ま
づ
と
目
礼
す
る
」
で
あ
る
。
二
番
目
の
「
ト
」
は
「
と
そ
の
時
」

の
「
ト
」
で
、
新
し
い
事
態
が
展
開
し
、
そ
の
後
の
セ
リ
フ
が
言
わ
れ
る
。
三
番
目
の
「
ト
」
は
肴
屋
が
直
前
の
セ

リ
フ
を
受
け
て
動
作
す
る
と
解
す
る
出
来
る
。 

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
あ
る
か
ら
、
は
じ
め
の
「
ト
」
と
三
番
目
の

「
ト
」
が
考
察
の
対
象
で
あ
る
。
二
番
目
の
「
ト
」
の
よ
う
に
「
と
そ
の
時
」
と
次
の
場
面
に
違
う
人
物
が
登
場
し

た
り
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
り
、
ま
た
音
楽
が
な
ら
さ
れ
る
な
ど
の
と
き
に
使
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
「
ト
」
は
除
外
し
、
セ
リ
フ
の
後
に
来
る
「
ト
」
だ
け
を
『
浮
世
風
呂
』
の
よ
う
に
後
続
動
詞
で
分
け
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
結
果
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
（
表
５
） 

後
続
動
詞
の
中
に
は
、「
言
う
」「
教
え
る
」「
呼
ぶ
」
な
ど
、Ⅰ

に
分
類
さ
れ
る
動
詞
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
セ

リ
フ
の
後
に
役
者
が
ど
の
よ
う
な
行
動
を
す
る
か
と
い
う
「
入
る
」「
出
る
」
な
ど
の
動
作
を
表
す
動
詞
が
多
い
の
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
セ
リ
フ
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
言
う
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
セ
リ
フ
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
行

動
が
記
さ
れ
て
い
る
と
解
す
こ
と
が
出
来
る
。
例
（
四
）
の
よ
う
な
「
ト
」
は
「
と
そ
の
時
」
の
「
ト
」
と
区
別
が

つ
き
に
く
い
。
つ
ま
り
、「
ト
」
は
一
つ
の
セ
リ
フ
に
結
び
つ
く
と
い
う
よ
り
、
一
つ
の
場
面
か
ら
次
の
場
面
に
移
る

き
っ
か
け
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

（表 5）  セリフ数  Ｂ  後続動詞Ⅰ  後続動詞Ⅱ  

五大力恋緘第一幕  429 121 30 91 

     第二幕  246 65 27 38 
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（
四
）
片
岡
（
三
五
）
そ
ん
な
ら
菊
野 

 
 

 

ト
手
を
取
る 

い
ろ
は
（
菊
野
）
ア
レ
、
や
っ
ぱ
り
忙
し
の
ふ
。 

片
岡
（
三
五
）
で
も
聞
く
こ
と
が
有
る
じ
ゃ
な
い
か
。 

い
ろ
は
（
菊
野
）
そ
れ
じ
ゃ
に
よ
っ
て
。 

片
岡
（
三
五
）
寝
ど
こ
ろ
に
お
じ
ゃ
い
の
ふ
。 

ト
無
理
に
い
ろ
は
（
菊
野
）
を
つ
れ
て
障
子
の
中
に
は
入
り
、
是
よ
り
し
っ
ぽ
り
し
た
長
歌
に
成
り
（
同
上
Ｐ
二
八
四
） 

台
本
に
お
け
る
「
ト
書
き
」
は
、
セ
リ
フ
が
あ
っ
て
動
作
が
行
な
わ
れ
る
演
劇
の
性
質
上
、
後
続
に
動
作
動
詞
が
多
く
な
る
の
は
当
然

だ
ろ
う
。『
遊
子
方
言
』
の
よ
う
な
洒
落
本
や
、『
浮
世
風
呂
』
の
よ
う
な
滑
稽
本
も
、
会
話
体
で
あ
る
の
で
、「
言
う
」
な
ど
い
わ
ゆ
る
発

話
の
動
詞
は
い
ち
い
ち
書
く
必
要
は
な
く
、
「
ト
」
の
あ
と
に
発
話
後
の
動
作
を
表
す
動
詞
が
続
く
。 

「
思
う
」
「
考
え
る
」
な
ど
心
内
発
話
は
現
れ
な
い
。
「
と
て
」
の
用
例
は
江
戸
後
期
の
会
話
体
の
小
説
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。Ⅱ

の

動
詞
は
「
と
て
」
に
後
続
す
る
動
詞
を
継
い
で
い
る
と
い
え
る
。 

 

『
浮
雲
』
は
小
説
で
あ
る
。
江
戸
の
会
話
体
の
文
芸
と
は
違
う
。Ⅰ

の
動
詞
の
種
類
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
目
に
つ
く
も
の
の
、

Ⅱ

の
動
詞
も
か
な
り
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
内
容
を
う
け
る
「
と
」
の
後
続
動
詞
がⅠ

で
あ
り
、
後
続
動
詞Ⅱ

の
動
作
に
つ
な
ぐ
「
と
」

と
２
種
類
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
発
話
内
容
を
発
話
動
詞
に
つ
な
げ
る
「
と
」
と
発
話
内
容
を
動
作
動
詞
に
つ
な
げ
る
「
と
て
」
の
二
つ

の
機
能
を
「
と
」
が
果
た
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。 

Ⅰ

、Ⅱ

の
分
類
に
は
迷
う
場
合
も
あ
る
だ
が
、
具
体
的
に
浮
雲
の
「
『
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２
動
詞
を
次
に
示
す
。 
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『
浮
雲
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

Ⅰ

（
１
６
３
）
言
う
１
２
５ 

思
う
９ 

た
ず
ね
る
３ 

考
え
る
３ 

呼
ぶ
５ 

話
す
２ 

し
ゃ
べ
る
２ 

わ
め
く 

返
答
す 

と
い
か
け
る 

口
に
出
す
２ 

聞
く
６ 

も
う
し
あ
げ
る 

答
え
る 

命
じ
る 

聞
こ
え
る 

い
い
わ
け
す
る 

存
ず
る 

し
か
る 

ま
く
し
た
て
る 

Ⅱ

（
１
１
３
）
含
む
２ 

取
る 

こ
し
ら
え
る 

ま
く
し
た
て
る 

塞
ぐ 

あ
げ
る 

た
て
る 

う
た
が
う
２ 

す
す
め
る 

か
す
ま
せ
る 

気
が
付
く 

か
か
る
２ 

 

ふ
る 

う
た
う 
あ
て
る 

し
か
め
る 

（
尻
目
に
）
か
け
る 

挨
拶
す
る
３ 

落
胆
す
る 

き
め
つ
け
る
４ 

な
ら
べ
る 

し
お
れ
る 

す
る
２
４ 

立
ち
あ
が
る
３ 

振
る 

く
や
し
が
る 
あ
そ
ば
す 

吐
き
散
ら
す 

入
れ
る 

け
す 

か
え
り
み
る 

ふ
り
む
く 

お
ち
つ
き
は
ら
う 

み
つ
め
る
４ 

ふ
り
か
え
る 

と
が
め
る 

 

で
る 

し
お
れ
る 

会
釈
す
る
３ 

入
れ
る 

あ
せ
る 

に
ら
み
つ
け
る 

こ
ぼ
す 

（
き
を
）
つ
け
る 

か
し
げ
る 

わ
ら
う
１
２ 

な
ら
す 

な
が
め
る 

た
た
く 

む
く 

あ
け
る 

く
み
わ
け
る 

か
け
る 

な
ら
べ
る 

頭
を
振
る 

い
じ
け
る 

首
を
ひ
ね
る 

待
つ 

と
る 

か
た
ぶ
け
る 

こ
こ
ろ
づ
く 

な
げ
だ
す 

制
す
る 

し
ゃ
く
る 

な
る
５ 

し
か
め
る
２ 

な
み
だ
ぐ
む 

起
き
直
る 

む
く 

あ
や
し
む 

に
ぎ
る 

う
た
う 

は
さ
む 

の
ぼ
る 

く
だ
る 

か
か
る 

発
す
る 

託
す 

出
す 

制
す
る 

 

気
を
つ
け
る 

と
が
め
る 

『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

Ⅰ

（
３
８
）
言
う
１
８ 

返
事
す
る
２ 

呼
ぶ
４ 

答
え
る
２ 
つ
ぶ
や
く 

き
く
３ 

か
ん
が
え
る 

述
べ
る 

叫
ぶ 

さ
さ
や
く
２ 

き
く
３ 

Ⅱ

（
１
１
３
）
つ
く
る 

と
る
２ 

と
り
あ
げ
る
３ 

と
じ
る 

こ
こ
ろ
づ
く 

作
る 

こ
と
よ
せ
る 

す
る

1

１ 

さ
し
つ
け
る 

う
ち
つ
け
る 

見
返
す 

う
つ 

 

立
つ
２ 

し
ら
せ
る 

か
け
よ
る 

す
が
る 

押
し
入
れ
る 

い
く
７ 

に
げ
る 

あ
る
く 

う
ご
く 

み
る
２ 

引
く 

だ
き
よ
せ
る 

は
な
す 

の
る 

 
 

あ
け
る
２ 

な
げ
だ
す 

解
く 

で
る 

の
ぞ
き
こ
む 

ひ
き
だ
す 

（
あ
ぐ
ら
を
）
か
く 

つ
ぐ 

み
せ
か
け
る 

お
り
る 

ひ
っ
か
け
る 

よ
り
そ
う 

な
る
３ 

 

う
る
む 

か
た
づ
け
る 

察
す
る 

閉
め
る 

つ
づ
る 

発
す
る 

あ
ら
わ
れ
る 

さ
す 
お
し
だ
す 

み
か
え
る 

わ
た
す 

げ
ん
き
づ
く 

た
た
く 

あ
ふ
る 

 

押
す 

は
く 

の
る 

聞
き
つ
け
る 

入
れ
る 

探
る 

よ
せ
る 

さ
ず
け
る 

に
ぎ
る 

し
か
る 

う
つ
む
く 

と
る
２ 

沈
む
２ 

も
つ 

ひ
き
よ
せ
る 

 

も
た
げ
る 

（
め
を
）
み
は
る
２ 

捨
て
る 

わ
ら
う
２ 

と
お
ざ
け
る 

な
げ
だ
す 

冷
罵
す
る 

（
か
ま
を
）
か
け
る 

な
が
め
る 

み
せ
る 

あ
け
る 

し
め
る 
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お
ろ
す 

干
す
２ 

く
ず
す 

『
草
枕
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

Ⅰ

（
４
６
）
言
う
２
１ 

聞
く
９ 

尋
ね
る
３ 

(

声
を)

か
け
る
３ 

返
事
を
す
る
２ 

述
べ
る 

話
し
か
け
る 

質
問
す
る 

答
え
る 

説
明
す
る 

読
む 

教
え
る 

Ⅱ

（
５
６
）
叫
ぶ 

た
ち
あ
が
る 

立
つ
２ 

だ
す 

向
く 

ふ
り
む
く 

お
と
ず
れ
る 

あ
け
る 

ひ
ら
く 

も
っ
て
く
る 

入
っ
て
く
る 

は
ず
す 

 

（
息
を
）
つ
く 
（
荷
を
）
お
ろ
す 

た
て
な
お
す
（
案
内
を
）
乞
う 

撫
で
る 

切
る 

み
せ
る
２ 

み
る 

叱
り
つ
け
る 

つ
き
つ
け
る 

さ
し
つ
け
る 

 

挨
拶
す
る
２ 

催
促
す
る 

賛
成
す
る 

注
文
す
る 

歩
き
出
す 

投
げ
出
す 

突
き
出
す 

ま
わ
る 

く
り
か
え
す 

そ
ろ
え
る 

吸
う 

置
く
２ 

上
げ
る 

 

さ
げ
る 

と
る 

つ
め
よ
る 

笑
う 

苦
笑
い
す
る 

そ
ら
す 

み
せ
る 

感
じ
る 

引
き
受
け
る 

ほ
め
る 

認
め
る 

引
き
戻
す 

見
つ
め
る 

す
り
寄
せ
る 

あ
ざ
け
る 

謙
遜
す
る 

う
け
が
う 

『
戯
作
三
昧
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

Ⅰ

（
４
）
言
う
４ 

Ⅱ

（
０
） 

『
小
僧
の
神
様
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

 

Ⅰ

（
１
５
）
言
う
１
４ 

考
え
る
１ 

Ⅱ

（
４
）
賛
成
す
る
２ 

下
を
向
く
２ 

『
不
思
議
な
図
書
館
』
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞 

Ⅰ

（
１
０
２
）
言
う
９
０ 

た
ず
ね
る
７ 

答
え
る
２ 

声
を
か
け
る
２ 

返
事
す
る 

Ⅱ

（
６
）
あ
や
ま
る
２ 

く
り
か
え
す
１ 

ど
な
る 

わ
ら
う 

ゆ
び
さ
す 
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『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
の
成
立
は
『
浮
雲
』
の
五
八
年
後
で
あ
る
が
、
動
詞Ⅱ

の
ほ
う
が
多
い
。 

次
にⅡ

よ
りⅠ

の
ほ
う
が
多
い
小
説
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。『
戯
作
三
昧
』『
小
僧
の
神
様
』
はⅡ

が
極
端
に
少
な
い
が
、

ど
ち
ら
も
会
話
を
鈎
括
弧
で
並
べ
て
い
く
Ａ
の
方
法
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
（
表
１
）
、
後
続
動
詞
が
来
る
こ
と
が
少
な
い
。
芥
川
『
戯
作
三

昧
』
は
あ
ま
り
に
も
「
と
」
で
う
け
る
引
用
文
が
少
な
く
、
ま
た
後
続
動
詞Ⅱ

が
な
い
の
で
、
『
南
京
の
基
督
』
『
杜
子
春
』
で
も
調
べ
て

み
た
が
、
結
果
は
『
戯
作
三
昧
』
と
同
じ
く
、
後
続
動
詞Ⅱ

は
あ
る
も
の
の
、
少
数
で
あ
っ
た
（
注
三
）
。『
不
思
議
な
図
書
館
』
は
「
と
」

で
う
け
る
文
が
多
い
の
に
加
え
て
、
後
続
動
詞Ⅰ

が
圧
倒
的
に
多
く
、
ほ
と
ん
ど
が
情
報
処
理
を
表
す
動
詞
に
な
っ
て
い
て
、Ⅰ

とⅡ

の

差
が
大
き
い
。 

上
記
の
作
品
だ
け
で
は
判
断
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、『
浮
世
風
呂
』『
浮
雲
』『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
は
後
置
動
詞Ⅱ

が
多
い
と

言
う
点
か
ら
江
戸
後
期
の
会
話
体
の
文
芸
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
不
思
議
な
図
書
館
』
は
引
用
の
文
体

か
ら
す
る
と
違
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。 

 

１-

９-

４ 

お
わ
り
に 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、
小
説
で
は
発
話
さ
れ
た
会
話
を
書
き
表
す
時
に
だ
れ
だ
れ
が
何
々
を
言
っ
た
と
い
う
文
よ
り
も
、
発
話
内
容
だ
け

を
記
す
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
明
治
か
ら
現
代
ま
で
共
通
し
て
み
ら
れ
た
。
作
品
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
極
端
に
言
え

ば
、
ほ
と
ん
ど
三
上
の
言
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
だ
け
で
小
説
を
構
成
す
る
例
ま
で
あ
っ
た
。『
浮
世
風
呂
』
な
ど
の
滑
稽
本
や
『
遊
子
方
言
』

な
ど
の
洒
落
本
、
ま
た
草
双
紙
と
い
っ
た
江
戸
後
期
の
会
話
体
の
小
説
と
の
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

ま
た
、
「
と
」
が
動
詞
に
繋
ぐ
文
で
は
引
用
動
詞
と
い
わ
れ
る
動
詞
と
、
引
用
内
容
が
な
く
て
も
意
味
が
通
じ
る
動
作
動
詞
に
わ
か
れ
、

そ
れ
は
時
代
や
そ
の
作
家
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
点
で
も
、
作
家
に
よ
る
個
性
の
差
は
大
き
く
、
芥
川
の
よ
う
に
「
～
と
Ｖ
」
で
は
、
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ほ
と
ん
ど
「
言
う
」
し
か
現
れ
な
い
作
家
も
い
る
し
、
逆
に
永
井
荷
風
の
よ
う
にⅡ

の
動
詞
が
多
い
作
家
も
い
る
。
お
お
ま
か
な
言
い
方

に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
江
戸
に
時
代
的
に
ま
た
は
心
情
的
に
近
い
作
家
は
後
者
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
村
上
春
樹
の

作
品
に
動
詞Ⅰ

が
多
い
の
は
、
は
じ
め
に
英
文
で
小
説
を
書
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
こ
の
作
家
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
翻
訳
文
の
影
響
も
、
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

書
き
こ
と
ば
で
も
引
用
文
の
あ
り
方
に
変
遷
が
あ
る
が
、
話
し
言
葉
で
は
ど
う
か
。
最
近
で
は
話
し
言
葉
も
こ
の
引
用
の
「
と
」
の
果

た
す
役
割
が
弱
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
毎
日
午
後
九
時
か
ら
放
映
さ
れ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
は
「
こ
の
点

に
関
し
て*

*

氏
は
」
と
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
言
い
、
次
に*
*

氏
の
実
際
の
コ
メ
ン
ト
が
入
る
と
い
っ
た
よ
う
に
「
～
と
い
っ
た
」「
～
と
の
べ

た
」
な
ど
の
動
詞
の
部
分
は
言
わ
な
い
例
を
耳
に
す
る
。 

日
本
語
学
習
者
向
き
の
日
本
語
教
科
書
で
あ
る
『
日
本
語
初
歩
』
で
は
「
リ
ン
さ
ん
は
お
は
よ
う
と
言
い
ま
し
た
」
の
よ
う
な
例
文
を

出
し
て
引
用
の
「
と
」
を
教
え
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
典
型
的
と
み
な
さ
れ
る
引
用
の
文
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
実
際
に
は
発
話
さ

れ
る
の
か
、
改
め
て
疑
問
に
思
わ
れ
る
。 

 

【
注
】 

（
注
一
）
日
本
語
の
後
続
す
る
動
詞
に
つ
い
て
は
、
寺
村
（
一
九
八
一
）
は
、
「
（
文
）
と
」
と
い
う
補
語
を
と
る
動
詞
は
、
基
本
的
に
は

一
定
の
類
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
そ
れ
が
は
し
ょ
ら
れ
て
、
ふ
つ
う
の
、
本
来
な
ら
そ
う
い
う
補
語
を
取
ら

な
い
動
詞
に
か
か
っ
て
い
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
い
う
点
で
、
日
本
語
は
英
語
と
違
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
は
し

ょ
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
柴
谷
（
一
九
七
八
）
も
引
用
句
を
動
詞
は
「
言
う
」「
伝
え
る
」「
思
う
」「
考
え
る
」
と

い
っ
た
「
情
報
処
理
」
を
表
す
動
詞
で
あ
り
、
「
入
っ
て
き
た
」
「
吹
き
出
し
た
」
な
ど
は
情
報
処
理
で
は
な
い
が
、
と
言
っ
て
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の
省
略
さ
れ
た
形
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
藤
田
（
一
九
九
九
）
は
動
詞
を
発
話
と

そ
れ
と
同
一
場
面
に
共
存
す
る
別
の
行
為
と
並
べ
て
示
すα

類
と
、「
～
と
」
に
引
か
れ
る
発
話
が
述
語
で
示
さ
れ
る
行

為
と
事
実
レ
ベ
ル
で
等
し
い
と
み
な
さ
れ
る
タ
イ
プβ

類
と
に
分
類
し
た
。
そ
の
後
藤
田
はα

類
を
第Ⅱ

類
、β

類
を

第Ⅰ

類
と
呼
び
方
を
変
え
、
第Ⅱ

類
引
用
構
文
が
「
言
っ
て
」
「
思
っ
て
」
等
の
述
語
句
省
略
で
は
な
い
と
し
た
（
『
国

語
引
用
構
文
の
研
究
』
ｐ
七
六
）
。 

（
注
二
）
鶴
田
洋
子
（
二
〇
〇
三
）
「
引
用
形
式
と
し
て
の
吹
き
出
し
」
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
第
一
五
号 

（
注
三
）
（
表
６
）
芥
川
作
品
の
引
用
文
の
ス
タ
イ
ル 

  

【
参
考
文
献
】 

三
上
章 

 
 

 

（
一
九
五
三
） 

『
現
代
語
法
序
説
』
く
ろ
し
お
出
版 

三
上
章  

 
 

（
一
九
六
三
） 

『
日
本
語
の
構
文
』
く
ろ
し
お
出
版 

奥
津
敬
一
郎 

（
一
九
七
〇
） 

「
引
用
構
造
と
そ
の
転
型
」
（
『
言
語
研
究
』
五
六-

一-

二
五
） 

奥
津
敬
一
郎 

（
一
九
七
一
） 

「
引
用
構
造
と
間
接
化
転
形
」
（
『
言
語
研
究
』
五
六-

一-

二
六
） 

柴
谷
方
良 
 

（
一
九
七
八
） 

『
日
本
語
の
分
析
』
大
修
館
書
店 

寺
村
秀
夫 

 

（
一
九
八
一
） 

『
日
本
語
の
文
法
』
下 

国
立
国
語
研
究
所 

奥
津
敬
一
郎 

 

（
一
九
九
三)

 
 

「
引
用
」
『
国
文
学
』
３
８
．
１
２
．
七
四-

七
九
学
燈
社 

藤
田
保
幸 

 

（
一
九
九
九
） 

「
引
用
構
文
の
構
造
」 

『
国
語
学
』
一
九
八
集 

(表 6)芥川作品  引用文  Ａ  B 動詞Ⅰ  動詞Ⅱ  

南京の基督  ３３  ３０  ３  ０  

杜子春  ４６  ３０  １２  ４  
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藤
田
保
幸 

（
二
〇
〇
〇
） 

『
国
語
引
用
構
文
の
研
究
』
和
泉
書
院 

  

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 

『
浮
世
風
呂
』
日
本
古
典
文
学
大
系
六
三 

岩
波
書
店 

『
遊
子
方
言
』
洒
落
本
大
成 

第
四
巻 

中
央
公
論
社 

『
五
大
力
恋
緘
』
講
談
社
学
術
文
庫
三
一
九 

講
談
社 

『
戯
作
三
昧
』
芥
川
龍
之
介
集 

現
代
文
学
大
系
二
五 

筑
摩
書
房 

『
つ
ゆ
の
あ
と
さ
き
』
永
井
荷
風
集 

現
代
文
学
大
系
一
七 

筑
摩
書
房 

『
草
枕
』
夏
目
漱
石
集
㈠ 

現
代
文
学
大
系
一
三 

筑
摩
書
房 
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第
二
章 

素
材
と
し
て
の
引
用 

 

 

二
―
一 
「
い
ろ
は
短
歌
」
を
め
ぐ
っ
て 

  

２-

１-

１ 
は
じ
め
に 

 

「
い
ろ
は
短
歌
」
は
教
訓
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
い
ろ
は
た
ん
か
」
の
項
を
ひ
く
と
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。 

 
 

 

い
ろ
は
四
十
七
文
字
、
ま
た
は
そ
れ
に
京
を
加
え
た
四
十
八
文
字
を
お
の
お
の
の
歌
ま
た
は
文
句
の
頭
に
置
い
た
教
訓
的
な
こ
と

わ
ざ
ま
た
は
歌
を
集
め
た
も
の
。
児
童
の
教
訓
用
と
し
て
作
ら
れ
、
い
ろ
は
カ
ル
タ
な
ど
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
い
ろ
は
歌
。 

い
ろ
は
た
と
え
。
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
） 

い
ろ
は
を
冠
し
た
こ
と
ば
を
集
め
た
も
の
は
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
『
い
ろ
は
短
歌
』
『
い
ろ
は
歌
』
と
称
せ
ら
れ
る
一

連
の
も
の
に
つ
い
て
少
し
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。 

 

『
い
ろ
は
短
歌
』
ま
た
は
『
い
ろ
は
歌
』
と
い
う
書
名
を
も
つ
も
の
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

Ａ 

い
ろ
は
の
一
字
を
冠
し
た
和
歌
な
ど
を
集
め
、
教
訓
的
な
内
容
の
も
の
。 

Ｂ 

い
ろ
は
四
十
七
文
字
京
一
を
主
に
七
五
の
こ
と
ば
に
冠
し
、
夫
と
妻
（
妻
の
母
が
代
弁
）
が
互
い
に
相
手
を
非
難
す
る
内
容
を
持

つ
も
の
。 

Ｃ 

Ｂ
を
趣
向
と
し
て
黄
表
紙
に
発
展
さ
せ
た
も
の
。 

 

い
ず
れ
も
言
語
遊
戯
的
な
色
合
い
が
濃
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
、
順
に
考
え
て
い
き
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た
い
。 

２-

１-

２ 

Ａ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て 

Ａ
グ
ル
ー
プ
を
挙
げ
る
。
高
橋
愛
次
（
一
九
七
四
）
に
『
伊
呂
波
歌
考
』
に
多
く
の
「
い
ろ
は
歌
」
の
翻
刻
紹
介
が
あ
る
。
同
書
に
翻

刻
が
あ
る
も
の
に
は*

を
つ
け
た
。 

Ａ
グ
ル
ー
プ 

 
 

 

い
ろ
は
短
歌 

  

宝
暦
四
年 

旧
往
来
物
分
類
鑑
に
よ
る 

 
 

 
*

児

童

教

訓

伊
呂
波
歌 

 

安
永
四
年 

南
勢
野
叟
編 

下
河
辺
拾
水
画 

 
 

 
*

教
訓
以
呂
波
歌 

 
作
者
書
写
年
月
日
不
明 

 
 

 
 

伊
呂
波
短
歌 

  

飯
塚
盞
瓶 

天
明
三
年 

 
 

 
*

絵
本
以
呂
波
歌 

 

天
明
八
年 
鈴
木
春
信
画 

禿
帚
子
序 

 
 

 

い
ろ
は
教
へ
歌 

 

刊
年
作
者
不
詳 

 
 

 

教
訓
い
ろ
は
歌 

 

刊
年
作
者
不
詳 

須
原
屋
茂
兵
衛 

 
 

 
*

い
ろ
は
教
訓 
 

寛
政
三
年 

 
 

 
*

幼

童

教

訓

伊
呂
波
短
歌 

 

文
政
元
年 

伊
呂
波
短
歌 

  

田
原
船
積
作 

栄
松
斎
画 

文
政
四
年 

幼
学
以
呂
波
歌
教
鑑 

 

天
保
九
年 

『
日
本
永
代
蔵
』｣

二
に
「
此
心
か
ら
は
、
い
ろ
は
哥
を
作
り
て
誦
せ
、
女
寺
へ
も
遣
ら
ず
し
て
、
筆
の
道
を
教
、
ゑ
ひ
も
せ
す
京
の
か

し
こ
娘
と
な
し
ぬ
」（
注
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、
家
庭
で
字
を
教
え
る
目
的
で
も
作
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
寺
子
屋
の
教
材
と
し
て
も
作
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ら
れ
た
。
独
自
の
教
材
を
作
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ら
し
い
（
注
二
）
。
子
弟
教
訓
の
た
め
の
も
の
、
ま
た
女
子
教
育
用
と
し
て
そ
の
あ
り

か
た
を
示
す
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

教
訓
と
い
う
堅
い
印
象
を
和
ら
げ
、
子
供
た
ち
に
も
口
で
唱
え
て
調
子
よ
く
親
し
み
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、
言
語
遊
戯
的
な
も
の

を
と
り
入
れ
て
い
る
。
い
ろ
は
歌
だ
か
ら
い
ろ
は
の
一
文
字
を
頭
に
置
い
て
作
ら
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
五
七

五
七
七
の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
に
い
ろ
は
の
同
一
文
字
を
冠
し
た
も
の
（
『
い
ろ
は
教
へ
歌
』
）
、
さ
ら
に
同
じ
こ
と
ば
を
繰
り
返
し
た
も
の
（
『
絵

本
以
呂
波
歌
』
）
な
ど
が
み
ら
れ
る
。 

五
七
五
七
七
の
形
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
い
う
書
名
の
本
の
う
ち
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が

四
点
あ
る
が
、
『

幼

童

教

訓

伊
呂
波
短
歌
』
を
除
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
残
念
だ
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
『
い
ろ
は
た
と

え
』
を
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
称
し
た
と
い
う
用
例
は
探
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

２-

１-

３ 

Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て 

 

Ｂ
グ
ル
ー
プ
に
入
る
も
の
を
次
に
あ
げ
る
。 

１ 
*

い
ろ
は
た
ん
か 

 

享
保
ご
ろ 

 

ゑ
み
や
版 

 

大
東
急
記
念
文
庫
本 

２ 

い
ろ
は
短
歌 

 

元
文
初
年
か 

近
藤
清
春
か 
稀
書
複
製
会 

３ 

い
ろ
は
短
歌 

 

西
村
屋
版 

 

東
京
都
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本 

４ 

い
ろ
は
短
歌 

 

鱗
形
屋
版 

 

加
賀
文
庫 

５ 

伊
呂
波
短
歌 

 

鳥
居
清
経
画 

安
永
八
年 

 

国
会
図
書
館
本 

６ 

い
ろ
は
歌 

 

勝
川
春
泉
画 

安
永
九
年 

 

加
賀
文
庫
本 
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７ 

い
ろ
は
あ
ふ
む
た
ん
か 

 

村
田
版 

（
国
立
東
京
博
物
館
本
） 

 
確
認
で
き
た
の
は
以
上
で
あ
る
。
共
通
す
る
こ
と
は
、（
一
）
い
ろ
は
四
十
七
文
字
京
一
を
頭
文
字
に
し
て
夫
と
妻
の
言
い
分
を
の
べ
て

い
る
こ
と
、
（
二
）
絵
が
下
段
に
入
り
、
夫
婦
喧
嘩
の
場
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
一
）
の
点
で
異
同
を
調
べ
て
み
る
と
、
３
の
西
村
屋
版
が
独
自
の
こ
と
ば
で
あ
る
所
が
九
ヶ
所
か
ぞ
え
る
こ
と
が
出
来
る
（
稀
書
複

会
本
に
対
し
て
）
だ
け
で
、
あ
と
は
仮
名
づ
か
い
等
が
若
干
異
な
る
も
の
の
ほ
ぼ
同
一
の
文
句
で
あ
る
。
翻
刻
も
な
さ
れ
て
い
る
が
（
注

三
）
こ
こ
で
は
、
稀
書
複
製
会
本
を
あ
げ
て
お
く
。 

 
 

い
か
な
日
も
人
に
す
ぐ
れ
て
あ
さ
ね
し
て
／
ろ
く
な
こ
こ
ろ
は
も
ち
も
せ
で
／
は
ら
た
ち
そ
う
な
か
ほ
を
し
て
／
に
っ
こ
と
わ
ら
ふ

事
も
な
く
／
ほ
う
は
た
か
く
て
は
な
ひ
く
ゝ
／
へ
ら
り
〱
と
く
ち
を
き
ゝ
／
と
ほ
う
は
な
く
て
も
の
わ
す
れ
／
ち
ゑ
は
あ
さ
く
て
／

り
か
う
ぶ
り
／
ぬ
い
は
り
わ
ざ
が
つ
ち
な
れ
ば
／
る
す
に
も
な
れ
ば
ひ
る
ね
し
て
／
を
と
な
わ
ら
べ
を
あ
い
て
に
し
／
わ
ら
ひ
く
る

ふ
が
ゑ
も
の
に
て
／
か
み
か
し
ら
を
も
ゆ
い
も
せ
で
／
よ
そ
あ
り
き
し
て
く
ち
を
き
き
／
た
か
こ
へ
し
て
の
物
が
た
り
／
れ
き
〱
し

ゅ
う
の
ま
へ
に
て
も
／
そ
そ
う
な
事
を
い
ひ
ち
ら
し
／
つ
ら
の
か
わ
の
あ
つ
け
れ
ば
／
ね
ん
こ
ろ
ぶ
り
し
て
人
〱
に
／
な
れ
〱
し
げ

な
事
を
い
ふ
／
ら
く
す
る
事
が
す
き
な
れ
ば
／
む
せ
う
に
ぜ
に
を
つ
か
ひ
す
て
／
う
そ
つ
く
事
が
め
い
じ
ん
で
／
ゑ
ふ
こ
と
の
は
わ

ゆ
い
も
せ
で
／
の
ふ
な
し
ざ
る
の
く
せ
と
し
て
／
お
ふ
じ
ゃ
は
の
み
て
さ
け
も
す
き
／
く
い
物
ご
の
み
ふ
た
ん
し
て
／
や
さ
し
き
事

は
つ
ゆ
も
な
く
／
ま
が
っ
た
つ
ら
を
も
ち
な
が
ら
／
け
せ
う
け
わ
い
は
つ
い
に
せ
ず
／
ふ
す
ぼ
れ
よ
ご
れ
た
あ
り
さ
ま
で
／
こ
こ
ろ

こ
ん
ぜ
う
お
ふ
ち
ゃ
く
さ
／
え
し
れ
ぬ
事
を
せ
ん
し
ょ
う
し
／
て
ま
へ
の
な
ら
ぬ
は
く
に
も
せ
で
／
あ
し
は
み
じ
か
し
て
は
な
が
し

／
さ
し
て
て
物
を
い
ひ
た
が
り
／
き
け
ん
の
よ
か
り
し
お
り
か
ら
は
／
ゆ
い
し
ょ
ゆ
く
へ
も
し
ら
ず
し
て
／
め
に
み
ぬ
く
に
の
は
な

し
お
ば
／
み
て
き
た
よ
う
に
か
た
り
な
し
／
し
り
た
る
も
の
が
と
が
む
れ
ば
／
ゑ
き
な
き
事
を
あ
ら
そ
い
て
／
ひ
づ
ら
を
は
っ
て

い
ゝ
た
が
る
。
／
も
は
や
ふ
つ
〱
あ
き
は
て
ゝ
／
ぜ
ひ
な
く
い
と
ま
ま
い
ら
す
る
／
す
き
な
お
と
こ
も
あ
る
な
ら
ば
／
京
い
な
か
へ
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も
ゑ
ん
に
つ
け
／
一
ご
が
あ
い
だ
か
ま
わ
ぬ
ぞ 

歌
に
世
の
中
に
た
で
く
ふ
む
し
わ
お
ほ
く
と
も
此
の
く
せ
馬
に
の
り
て
あ
ら
し
な
と
よ
み
て
女
ぼ
う
を
さ
り
て
い
な
し
け
り
し
う
と

め
か
し
こ
き
は
ゝ
に
て
や
が
て
い
ろ
は
に
て
へ
ん
か
を
し
侍
り
。 

 

い
や
な
ら
ば
そ
の
と
う
ざ
に
は
さ
り
も
せ
で
／
ろ
く
七
ね
ん
も
な
れ
な
じ
み
／
は
な
け
の
よ
う
な
る
う
つ
け
も
の
／
に
や
わ
ぬ
ふ
み

の
ぶ
ん
て
い
や
／
ほ
う
さ
い
も
の
に
い
ひ
な
し
て
／
へ
た
げ
な
く
せ
を
つ
く
る
か
な
／
と
か
く
の
ろ
ん
も
い
ら
ぬ
も
の
／
ち
い
さ
き

事
を
ぎ
ょ
う
さ
ん
に
／
り
こ
う
さ
う
に
も
て
な
し
て
／
ぬ
ら
り
と
し
た
る
う
そ
を
つ
き
／
る
り
の
よ
う
な
る
む
す
め
を
ば
／
お
と
こ

ひ
て
り
も
ゆ
か
ぬ
も
の
／
わ
ご
ぜ
が
よ
う
な
る
べ
ら
ほ
う
に
／
か
へ
さ
り
し
こ
そ
う
れ
し
け
れ
／
よ
の
人
〱
は
り
は
つ
に
て
／
た
れ

た
の
む
人
は
な
け
れ
と
も
／
れ
き
〱
人
が
よ
び
た
が
る
／
そ
の
と
き
も
ど
せ
と
い
ふ
な
ら
ば
／
つ
ら
の
か
わ
の
よ
う
じ
ん
せ
よ
／
ね

ほ
れ
も
の
の
ば
か
お
と
こ
／
な
ま
か
わ
も
の
に
だ
ま
さ
れ
て
／
ら
く
を
も
し
た
る
こ
と
も
な
く
／
む
せ
う
に
は
た
ら
き
つ
か
わ
せ
て

／
う
る
さ
や
く
ら
う
さ
せ
し
事
／
い
ま
さ
ら
思
へ
ば
は
ら
も
た
つ
／
の
う
ら
く
も
の
の
く
せ
と
し
て
／
お
ふ
き
な
ふ
り
を
し
は
す
れ

ど
／
く
ふ
べ
き
も
の
の
な
く
な
り
て
／
や
さ
し
き
わ
ら
は
が
む
す
め
を
ば
／
ま
し
や
さ
る
や
と
つ
か
ひ
し
に
／
け
っ
く
の
事
に
う
れ

し
や
な
／
ふ
っ
き
な
と
こ
ろ
へ
ゑ
ん
に
つ
け
／
子
と
も
を
あ
ま
た
も
た
せ
つ
つ
／
え
よ
う
え
い
く
わ
に
く
ら
さ
せ
て
／
て
つ
か
ら
ま

ま
を
た
か
せ
ま
じ
／
あ
ま
た
の
人
を
つ
か
わ
せ
て
／
さ
か
へ
が
す
へ
を
み
き
か
ん
と
／
き
げ
ん
が
よ
く
て
ま
ん
ぞ
く
や
／
ゆ
く
す
へ

久
し
く
な
か
ら
へ
ば
／
め
で
た
き
物
と
ひ
と
い
わ
ん
／
み
を
ば
ま
ご
子
に
ま
か
せ
つ
つ
／
し
に
ぎ
は
ま
で
も
て
を
ひ
か
れ
／
ゑ
い
く

ゎ
に
く
ら
す
を
み
た
ま
へ
や
／
ひ
ん
な
る
そ
な
た
を
む
こ
に
と
り
／
も
の
ほ
し
そ
う
な
か
を
み
れ
ば
／
せ
わ
や
き
ぐ
さ
の
た
ね
と
な

る
／
す
っ
き
と
え
ん
は
き
り
ぎ
り
す
／
き
や
う
こ
う
ふ
た
た
び
み
ま
じ
や
と
／
一
か
ら
十
ま
で
う
れ
し
や
な 

歌
ニ 

 

世
の
中
に
た
へ
て
お
と
こ
の
な
く
と
ま
た
な
ま
か
は
も
の
を
む
こ
に
と
ら
し
な
と
よ
み
て
久
し
け
る
ま
こ
と
に
花
に
な
く
う
く
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い
す
水
に
す
む
か
は
す
さ
へ
わ
か
の
こ
こ
ろ
あ
る
と
か
や 

 
夫
か
ら
妻
へ
の
去
り
状
と
そ
れ
に
対
す
る
妻
の
母
か
ら
の
返
歌
と
い
う
内
容
だ
が
、
双
方
お
互
い
を
非
難
し
自
分
の
立
場
を
述
べ
る
こ

と
に
終
始
し
、
反
省
と
か
謙
遜
と
か
い
っ
た
も
の
は
一
切
な
い
。
ま
た
、
離
縁
さ
れ
る
悲
壮
感
も
な
い
。
妻
側
は
「
か
え
さ
れ
し
こ
そ
う

れ
し
け
れ
」
と
妻
の
行
動
の
全
面
支
持
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
耐
え
る
女
性
像
は
な
く
、
こ
の
時
代
の
気
ま
ま
な
暮
ら
し
と
で
も

言
う
べ
き
生
活
を
し
て
い
た
人
が
浮
か
び
上
が
る
。
（
注
四
） 

 

（
二
）
の
下
段
の
絵
は
本
に
よ
っ
て
場
面
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。 

 

１ 

未
見 

 

２ 

稀
書
複
製
会
本 

 
 

（
夫
婦
喧
嘩
）
（
去
り
状
を
書
く
） 

 

３ 

祝
言
の
所
、
ふ
う
ふ
け
ん
く
わ
、
女
ぼ
う
さ
ら
れ
る
所
、
し
う
と
め
へ
ん
か
、
な
か
な
お
り
、 

 

４ 

よ
め
入
り
し
て
く
る
所
、
ふ
う
ふ
い
さ
か
い
、
女
ぼ
う
さ
ら
れ
ゆ
く
、
し
う
と
め
へ
ん
か
、
な
か
ふ
ど
と
り
な
し
、
な
か
な
お
り
、

（
出
産
） 

 

５ 

よ
め
入
り
し
て
く
る
所
、
女
ぼ
う
さ
ら
れ
ゆ
く
、
ふ
う
ふ
い
さ
か
い
、
し
ゅ
う
と
め
へ
ん
か
、
な
か
ふ
ど
と
り
も
ち
、
な
か
な
お

り
、
（
出
産
）
、
（
宮
参
り
） 

 

６ 

（
結
婚
）
、
（
夫
婦
喧
嘩
）
、
（
女
ぼ
う
で
て
い
く
）
、
（
し
ゅ
う
と
め
へ
ん
か
）
、
（
な
か
な
お
り
） 

 

稀
書
複
製
会
本
で
は
、
夫
婦
喧
嘩
、
去
り
状
を
書
く
二
場
面
し
か
な
い
が
、
他
の
本
は
結
婚
に
始
ま
り
、
喧
嘩
、
仲
直
り
、
出
産
と
絵

で
示
さ
れ
て
い
る
。
大
東
急
記
念
文
庫
本
に
は
仲
人
が
双
方
に
意
見
を
す
る
い
ろ
は
を
冠
し
た
こ
と
ば
が
み
ら
れ
る
が
（
注
五
）
、
他
の
本

で
も
喧
嘩
の
仲
裁
を
し
て
夫
婦
を
元
の
さ
や
に
収
め
る
役
目
は
仲
人
が
負
っ
て
い
る
。
ど
の
本
に
も
あ
る
の
は
夫
婦
喧
嘩
の
場
面
で
、
夫
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は
す
り
こ
ぎ
を
振
り
上
げ
、
妻
は
す
り
ば
ち
で
受
け
る
の
が
多
い
。
（
例
外
は
稀
書
複
製
会
本
、
西
村
屋
版
） 

 
こ
の
類
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
が
当
時
の
人
々
に
よ
く
し
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
『

手

前

勝

手

御
存
商
売
物
』（
北
尾
政
演
画
作
）
で
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。 

 
 

黒
本
は
三
人
を
た
の
み
、
ま
ん
ま
と
柱
か
く
し
を
ぬ
す
み
い
だ
し
、
う
ち
へ
つ
れ
て
き
た
り
し
に
女
房
い
ろ
は
た
ん
か
な
ん
の
わ
し

ら
ず
だ
い
の
や
き
も
ち
に
て
、
ふ
う
ふ
げ
ん
く
わ
を
は
じ
め
お
さ
だ
ま
り
の
す
り
こ
ぎ
で
た
た
き
お
ふ 

 

と
あ
り
、『
道
化
百
人
一
首
』
が
「
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
た
ん
か
じ
ゃ
」
と
止
め
る
場
面
で
あ
る
。
男
は
す
り
こ
木
を
振
り
上
げ
、
女
は
髪

を
乱
し
、
床
に
は
欠
け
た
す
り
ば
ち
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
図
が
あ
れ
ば
当
時
の
読
者
は
す
ぐ
こ
の
類
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
思
い

浮
か
べ
た
だ
ろ
う
。
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
い
え
ば
夫
婦
喧
嘩
と
い
う
連
想
が
多
く
の
読
者
に
働
か
な
け
れ
ば
こ
の
場
面
は
成
立
し
な
い
。 

こ
の
類
の
も
の
も
、
教
訓
用
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
歌
舞
伎
年
代
記
』
巻
三
元
文
四
年
の
項
に
、
市
村
座
「
通
曽
我
」

で
『
い
ろ
は
短
歌
』
に
な
ぞ
ら
え
て
夫
婦
の
心
情
を
の
べ
あ
う
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
。 

 
 

さ
て
こ
れ
か
ら
読
み
ま
す
る
が
い
ろ
は
た
ん
か
、
こ
れ
は
身
も
ち
の
わ
る
い
女
中
を
い
け
ん
の
歌
で
ご
ざ
り
ま
す 

 

女
子
、
特
に
結
婚
を
控
え
た
女
子
も
含
め
て
の
教
訓
と
言
え
ば
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
教
訓
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
で

も
、
そ
う
言
え
ば
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
感
心
し
な
い
と
い
う
姿
を
書
い
て
お
い
て
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
教
訓
で
あ
る
と
す
る

の
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
が
教
訓
で
あ
る
の
は
疑
う
余
地
が
な
い
が
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
こ
と

ば
の
中
で
、
は
っ
き
り
教
訓
的
と
い
え
る
の
は
西
村
屋
版
の
巻
末
に
「
ふ
う
ふ
な
か
の
よ
き
ほ
ど
み
ご
と
な
る
こ
と
は
な
し 

な
か
あ
し

き
は
し
ん
し
や
う
は
め
つ
の
も
と
い
な
り
」
と
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。 

 

ま
し
て
、「
寺
子
屋
通
い
の
手
習
い
子
が
口
吟
し
た
る
も
の
な
り
」
と
い
う
説
は
（
注
六
）
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
『
い

ろ
は
短
歌
』
に
は
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
夫
婦
喧
嘩
を
テ
ー
マ
と
す
る
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
を
、
果
た
し
て
子
供
た
ち
に
唱
え
さ
せ
た
だ
ろ
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う
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。 

む
し
ろ
、
異
類
合
戦
の
一
つ
の
型
と
し
て
見
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
読
者
も
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
い
え
ば
夫
婦
喧
嘩

と
い
う
連
想
が
は
た
ら
く
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
お
互
い
を
非
難
し
合
う
こ
と
ば
が
い
ろ
は
四
十
七
文
字
京
一
を
冠
し
て
並
べ
ら
れ
、

い
さ
か
い
か
ら
和
解
へ
と
向
か
う
過
程
を
下
段
の
絵
で
示
す
と
い
う
、
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
黄
表
紙
の
作
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

く
こ
と
を
考
え
る
と
、
教
訓
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。 

 

２-

１-

４ 

Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て 

 

Ｃ
グ
ル
ー
プ
に
あ
た
る
も
の
を
挙
げ
る
。 

 
 

い

ろ

は

 

文

字

ほ
へ
と
た
ん
か 

 

天
明
二
年 
 

道
笑
作 

北
尾
政
美
画 

 
 

通
人
い
ろ
は
短
歌 

 

天
明
三
年 

 

芝
全
交
作 

北
尾
政
演
画 

 
 

*

下

戸

上

戸

い
ろ
は
短
歌 

 

天
明
五
年 

 
北
尾
政
美
画 

 
 

教

訓

善

悪

い
ろ
は
短
歌 

 
 

寛
政
十
一
年 

 

栄
巴
亭
作 

子
興
画 

 
 

*

伊
呂
波
短
歌 

 
 

享
和
三
年 

 

十
返
舎
一
九
作 

 
 

い
ろ
は
短
歌 

 
 

出
版
年
未
詳 

 
 

白
亭
布
山 

 
 

 
 

泉
蝶
斎
英
春
（
合
巻 
日
本
小
説
書
目
年
表
に
よ
る
） 

 

『
い

ろ

は

 

文

字

ほ
へ
と
た
ん
か
』
は
題
名
が
示
す
よ
う
に
、
前
記
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
（
以
下
『
い
ろ
は
短

歌
』
と
い
う
場
合
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
も
の
を
さ
す
）
、
女
房
の
悪
口
を
ほ
め
こ
と
ば
に
か
え
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
弥
平
か

ら
女
房
へ
ほ
め
こ
と
ば
、
女
房
か
ら
弥
平
へ
返
歌
、
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
女
か
ら
弥
平
へ
、
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
中
村
幸
彦
の
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論
に
な
ら
え
ば
（
注
七
）
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
世
界
と
し
、
当
世
の
人
情
を
写
す
の
が
趣
向
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。 

 
『
通
人
い
ろ
は
短
歌
』
は
芝
全
交
と
京
伝
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
も
の
で
、
ま
さ
に
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
黄
表
紙
化
で
あ
る
。
通
人
と
あ
る

が
、
登
場
す
る
の
は
通
人
で
は
な
く
い
わ
ゆ
る
半
可
通
で
あ
る
。
上
段
に
客
と
遊
女
の
非
難
の
応
酬
が
い
ろ
は
京
一
～
十
が
頭
文
字
に
し

て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

い
つ
み
て
も
よ
み
せ
に
ひ
と
り
あ
ま
さ
れ
て
／
ろ
く
に
き
ゃ
く
を
ば
と
り
も
せ
で
／
は
づ
か
し
い
と
お
も
わ
ず
に
／
に
ち
う
な
く
せ

に
か
う
ま
ん
で
／
ほ
う
ば
い
じ
ょ
ろ
が
い
い
あ
わ
せ
／
へ
ん
に
さ
れ
る
は
し
り
も
せ
で
／
と
ん
だ
い
き
だ
と
こ
こ
ろ
へ
て
／
ち
り
め

ん
こ
そ
で
を
く
め
ん
に
し
／
り
あ
け
を
し
て
は
か
り
て
き
て
／
ぬ
か
ら
ぬ
か
ほ
ど
き
ゃ
く
に
で
て
／
る
い
な
き
こ
と
と
ゐ
け
ん
す
り

ゃ
／
を
ゝ
き
に
お
せ
わ
な
ど
と
い
ひ
／
わ
ら
っ
て
ひ
と
を
て
う
し
た
り
／
か
ら
〱
ろ
う
か
か
け
あ
る
き
／
よ
い
か
ら
ざ
し
き
を
あ
け

ど
う
し
／
た
ま
た
ま
き
て
も
ぶ
に
ん
そ
う
／
れ
い
の
た
ん
す
の
か
ぎ
を
だ
し
／
そ
し
ら
ぬ
て
い
で
ふ
み
を
か
き
／
つ
ま
ら
ね
え
と
ひ

と
り
ご
と
／
ね
な
ん
し
た
か
と
う
か
が
い
て
／
な
づ
け
な
ん
ぞ
を
だ
し
て
く
い
／
ら
く
ね
に
し
た
は
し
り
も
せ
で
／
む
し
ょ
う
に
ほ

う
ば
い
よ
び
あ
つ
め
／
う
ぬ
が
か
っ
た
と
き
ゃ
く
の
台
／
ゐ
く
ら
も
ひ
と
し
ふ
る
ま
っ
て
／
の
み
く
い
し
た
る
そ
の
あ
と
で
／
お
や

す
み
な
ん
し
と
み
な
い
け
ば
／
く
わ
ぬ
ふ
り
に
て
く
ち
を
ふ
き
／
や
つ
は
ん
じ
ぶ
ん
に
よ
う
〱
と
／
ま
じ
め
な
つ
ら
で
お
こ
し
か
け

／
け
し
か
ら
ね
え
よ
く
ね
な
ん
す
と
／
ふ
と
い
こ
ゝ
ろ
で
ち
ゃ
を
い
ふ
を
／
こ
っ
ち
で
く
っ
た
よ
う
に
す
り
ゃ
／
え
て
も
の
お
し
き

せ
か
う
じ
や
う
で
／
て
ま
へ
が
さ
き
へ
ね
い
り
つ
き
／
あ
さ
ま
で
と
ろ
〱
た
か
い
び
き
／
さ
あ
お
む
か
い
と
ち
ゃ
屋
が
く
り
ゃ
／
き

も
を
つ
ぶ
し
て
お
き
あ
が
り
／
ゆ
め
か
う
つ
つ
で
あ
い
さ
つ
し
／
め
を
す
り
な
が
ら
き
も
の
き
て
／
み
せ
ま
で
よ
う
〱
お
く
っ
て
出

／
し
ら
ぬ
ざ
し
き
を
そ
う
〱
と
／
ゑ
い
ざ
め
ゆ
へ
に
み
づ
を
の
み
／
ひ
だ
る
い
か
し
て
ち
ゃ
づ
け
め
し
／
も
っ
と
く
お
う
と
五
六
ぱ

い
／
せ
い
い
い
っ
ぱ
い
に
く
っ
て
ね
る
／
す
べ
た
の
く
せ
に
い
ろ
ふ
か
く
／
け
ふ
も
お
の
れ
が
は
り
み
せ
で
／
い
ち
に
ち
き
ゃ
く
の

う
わ
さ
し
て
／
に
さ
い
と
み
る
と
じ
き
に
ほ
れ
／
三
十
ち
か
く
つ
と
め
し
て
／
し
じ
ゅ
う
は
し
ら
ぬ
ひ
と
ま
で
に
／
ご
め
ん
〱
と
い
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や
が
ら
れ
／
ろ
く
な
と
こ
ろ
へ
か
た
づ
か
ず
／
し
ち
お
く
こ
と
が
え
て
も
の
で
／
は
ち
を
は
ら
っ
て
お
き
あ
げ
る
／
く
が
い
し
ら
ず

の
む
ち
ゃ
女
郎
／
ぢ
う
〱
あ
き
は
て
申
し
候 

歌
に
筆
さ
き
で
ほ
ゝ
を
さ
ゝ
れ
た
穴
手
本
四
十
八
か
く
た
ね
と
な
る
べ
し 

  
 

い
け
な
く
は
い
け
な
い
よ
う
に
し
も
せ
い
で
／
ろ
く
な
き
も
の
も
も
ち
も
せ
で
／
は
を
り
を
な
が
く
し
が
が
っ
て
／
に
や
わ
ぬ
な
り

に
か
り
ぎ
し
て
／
ほ
そ
み
お
た
ち
を
ひ
ね
く
っ
て
／
へ
た
な
ぢ
ぐ
ち
を
い
ひ
た
が
り
／
と
こ
い
そ
ぎ
し
て
さ
け
も
の
み
／
ち
っ
と
さ

し
き
を
あ
け
て
ゐ
り
ゃ
／
り
く
つ
を
む
り
に
い
っ
て
み
る
／
ぬ
し
は
す
い
た
と
あ
や
な
せ
ば
／
る
つ
う
に
の
み
こ
み
つ
ら
を
し
て
／

を
ろ
か
な
や
つ
と
さ
げ
す
ん
で
／
わ
ら
っ
て
い
る
も
し
れ
も
せ
で
／
か
し
も
せ
う
か
と
こ
ん
た
ん
を
／
よ
く
も
な
い
て
で
文
を
か
き

／
た
び
〱
つ
か
い
よ
こ
し
て
も
／
れ
つ
き
と
し
た
る
い
ろ
が
あ
り
ゃ
／
そ
の
よ
に
う
ま
く
か
す
も
の
か
／
つ
う
な
男
の
ま
ね
を
し
て

／
ね
っ
か
ら
す
か
ぬ
や
つ
な
れ
と
／
な
ぶ
っ
て
い
る
が
お
も
し
ろ
く
／
ら
い
ね
ん
が
あ
け
ん
す
と
／
む
ざ
に
こ
っ
ち
で
だ
ま
す
の
を

／
う
ぬ
ぼ
れ
ゆ
へ
に
の
ぼ
せ
て
き
／
ゐ
ま
ま
で
き
た
は
た
わ
け
も
の
／
の
ろ
ま
な
や
つ
の
お
か
し
さ
は
／
お
も
い
れ
わ
る
く
し
た
ば

ん
も
／
く
ち
お
し
い
と
も
お
も
わ
ず
に
／
や
ぼ
ゆ
へ
ひ
と
り
ね
か
さ
れ
て
／
ま
た
も
お
き
て
は
手
を
た
ゝ
き
／
け
ん
へ
い
ら
し
く
ひ

と
を
よ
び
／
ふ
せ
り
ま
し
た
と
て
ら
さ
れ
て
／
こ
た
ゑ
ら
れ
ぬ
か
じ
し
ん
お
き
／
え
へ
ん
〱
と
せ
き
ば
ら
い
／
て
も
ち
ふ
さ
た
で
た

ば
こ
の
み
／
あ
く
び
ま
し
り
の
く
ち
こ
ゝ
と
／
さ
み
せ
ん
な
ど
か
じ
り
か
け
／
き
た
な
い
こ
へ
で
か
と
う
ぶ
し
／
ゆ
め
ば
か
り
な
る

た
ま
く
ら
と
／
め
の
さ
め
る
ほ
ど
か
た
っ
て
も
／
み
む
き
も
せ
ね
ば
た
つ
つ
ゐ
つ
／
し
つ
ほ
く
な
ど
の
ざ
ん
を
だ
し
／
ゑ
っ
て
く
へ

ど
も
せ
り
ば
か
り
／
ひ
へ
た
る
さ
け
を
ぐ
い
〱
と
／
も
う
く
る
じ
ぶ
ん
と
ま
ち
か
ね
て
／
せ
け
ば
せ
く
ほ
ど
こ
ぬ
ゆ
へ
に
／
す
や
〱

ね
い
り
め
が
さ
め
て
／
け
う
も
ゐ
や
う
と
ゐ
つ
づ
け
に
／
壱
の
だ
い
を
け
ん
じ
ら
れ
／
に
ぶ
い
つ
ら
し
て
は
な
を
や
る
／
さ
ん
〱
あ

い
そ
つ
き
た
れ
ば
／
し
ん
ぞ
う
か
む
ろ
も
く
ち
〱
に
／
ご
う
わ
く
ほ
ど
い
や
〱
と
／
ろ
く
に
い
ふ
も
の
さ
ら
に
な
し
／
し
ち
く
ど
ご
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い
と
て
し
ゝ
の
つ
の
／
は
ち
が
さ
す
と
お
も
わ
ね
ば
／
く
や
し
が
っ
て
の
こ
の
文
も
／
じ
ゅ
う
ぶ
ん
う
れ
し
く
候
か
し
こ 

 
 

歌
に
返
歌
す
る
墨
の
こ
け
れ
ば
い
ひ
く
ろ
め
い
ろ
は
に
お
へ
た
よ
し
に
し
な
さ
い 

 

林
美
一
が
紹
介
し
て
い
る
『
客
と
女
郎
い
ろ
は
た
ん
か
』
（
注
八
）
は
前
記
の
文
句
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、「
は
を
り
を
な
が
く

し
た
が
っ
て
」
が
「
は
を
り
の
た
け
を
ぐ
っ
と
つ
め
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
よ
り
後
の
出
版
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

草
双
紙
に
洒
落
本
の
内
容
が
持
ち
込
ま
れ
て
黄
表
紙
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
『
い
ろ
は
短
歌
』
に
客
と
遊
女

の
け
ん
か
を
持
ち
込
む
の
は
当
然
と
も
言
う
べ
き
発
想
だ
ろ
う
。
洒
落
本
の
な
か
で
客
と
遊
女
の
い
さ
か
い
が
好
ん
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

更
に
下
段
の
絵
を
見
て
み
る
と
、
女
郎
買
相
談
の
躰
、
出
て
行
く
て
い
、
土
手
の
景
色
、
仲
の
町
、
夜
見
世
（
ニ
場
面
）
、
あ
が
る
て
い
、

盃
の
て
い
、
床
入
り
の
躰
、
く
ぜ
つ
け
ん
く
わ
、
き
れ
文
か
く
躰
、
な
か
な
お
り
と
十
二
場
面
が
あ
り
、
詞
書
き
に
吉
原
へ
行
っ
て
遊
女

に
冷
た
く
さ
れ
、
す
り
こ
ぎ
な
ら
ぬ
た
ば
こ
盆
を
ふ
り
あ
げ
て
喧
嘩
し
、
ご
て
さ
ん(

引
手
茶
屋
、
船
宿
の
亭
主)

の
と
り
な
し
で
な
か
な

お
り
を
す
る
と
い
う
経
過
が
描
か
れ
て
い
る
。 

 

『
い
ろ
は
短
歌
』
の
夫
と
妻
が
結
婚
し
て
喧
嘩
を
し
仲
人
の
仲
裁
で
仲
直
り
を
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
客
と
遊
女
に
置
き
換
え
た
も

の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
洒
落
本
を
世
界
と
し
、
趣
向
と
し
て
い
ろ
は
短
歌
を
持
ち
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
に
教

訓
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
。
黄
表
紙
の
奇
抜
な
発
想
は
な
い
が
パ
ロ
デ
ィ
の
お
か
し
さ
は
あ
り
、
ま
た
字
だ
け
の
洒
落
本
と
ち
が
っ
て
政
演

の
絵
が
遊
び
の
具
体
的
な
場
面
を
描
い
て
わ
か
り
や
す
い
。
ま
さ
に
、
洒
落
本
の
絵
本
化
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

天
明
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『

下

戸

上

戸

い
ろ
は
短
歌
』
は
上
戸
と
下
戸
の
応
酬
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
古
く
か
ら
人
々
の
話
題
に
上
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
文
芸
作
品
の
題
材
に
も
数
多
く
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
注
九
）
。 

 

画
面
上
段
の
い
ろ
は
を
頭
と
す
る
文
句
は
毛
利
正
直
『
酒
餅
論
』
（
注
十
）
、
薫
々
房
『
吾
妻
み
や
げ
』
五
編
（
嘉
永
五
年
跋
）
に
あ
る
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「
い
ろ
は
う
た
つ
づ
き
も
ん
く
酒
ろ
ん
餅
ろ
ん
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
『
絵
本
あ
つ
め
ぐ
さ
』
二
十
二
巻
に
も
「
い
ろ
は
飲
酒
論
」

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ろ
は
を
頭
に
七
五
の
文
句
が
並
ん
で
い
る
こ
と
、
酒
を
好
む
人
と
好
ま
な
い
人
の
問
答
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
同
じ
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
に
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
別
の
も
の
で
あ
る
。
古
今
東
西
多
く
の
人
が
関
心
を
持
つ
テ
ー
マ
だ
か
ら

か
、
他
に
も
五
七
の
も
の
、
狂
歌
の
も
の
な
ど
み
ら
れ
る
。 

 

『
下

戸

上

戸

い
ろ
は
短
歌
』
は
北
尾
政
美
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
政
美
は
絵
師
で
あ
り
、
後
に
『
餅
酒
合
戦
』
（
天
明
八
年
）
『
餅
好
酒
好
何

之
画
目
附
』
（
天
明
八
年
）
な
ど
の
絵
も
担
当
し
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
ら
し
く
、
喧
嘩
の
な
り
ゆ
き
を
述
べ

る
と
い
う
筋
立
て
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
詞
書
き
は
人
物
の
会
話
の
み
で
、
場
面
の
名
も
地
の
文
も
な
い
。
し
か
し
、
一
丁
裏
と

二
丁
表
の
見
開
き
に
「
こ
こ
な
り
ょ
ぐ
わ
い
も
の
め
ひ
と
う
ち
だ
ぞ
」
「
な
ん
だ
い
け
な
い
な
ま
り
ぶ
し
め
き
る
な
ら
き
っ
て
み
ろ
」 

「
ま
あ
ご
か
ん
に
ん
な
さ
れ
ま
し
」「
こ
れ
さ
な
ま
ゑ
ひ
だ
か
ら
か
ま
わ
し
や
ん
な
」
と
、
酒
に
酔
っ
た
武
士
と
町
人
の
い
さ
か
い
の
場
面

が
あ
り
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
型
を
一
応
は
踏
襲
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
そ
の
二
人
を
め
ぐ
っ
て
話
が
展
開
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
断
片
的
に
上
戸
下
戸
の
姿
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
作

は
黄
表
紙
評
判
記
『
岡
目
八
目
』
に
子
役
の
部
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
子
役
の
部
と
い
っ
て
も
子
供
用
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ

れ
ほ
ど
価
値
を
認
め
る
ほ
ど
で
は
な
い
が
多
く
の
人
に
親
し
め
る
作
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

 

『
教

訓

善

悪

い
ろ
は
短
歌
』
（
栄
邑
亭
作
寛
政
十
一
年
）
は
、
徳
蔵
牛
蔵
の
二
人
に
白
魂
と
黒
魂
が
と
り
つ
き
、
徳
蔵
は
勤
勉
な
生
活
を
送
り

誘
惑
に
も
勝
っ
て
大
身
代
を
築
く
が
、
牛
蔵
の
方
は
遊
び
す
ぎ
て
落
魄
し
、
徳
蔵
に
和
解
を
申
し
入
れ
改
心
す
る
と
い
う
筋
に
な
っ
て
い

る
。 

 

善
玉
悪
玉
に
支
配
さ
れ
て
行
動
す
る
男
、
理
太
郎
を
か
い
た
の
は
京
伝
の
『
心
学
早
染
艸
』
（
山
東
京
伝
作
寛
政
二
年
）
で
、
一
人
の

心
の
中
で
善
魂
と
悪
魂
が
戦
う
。
『

教

訓

善

悪

い
ろ
は
短
歌
』
の
方
は
そ
れ
を
二
人
に
分
け
て
、
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
パ
タ
ー
ン
に
は
め
込
ん
だ
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と
い
え
る
。
） 

 

 
 

 

お
さ
な
き
は
白
き
糸
の
如
く
い
か
や
う
に
も
染
ま
る
も
の
な
り
と
は
む
べ
な
る
か
な
。
（
『
心
学
早
染
艸
』
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
幼
き
は
白
き
糸
の
如
く
染
り
易
き
は
人
の
心
。
（
『

教

訓

善

悪

い
ろ
は
短
歌
』
序
） 

 

最
後
の
部
分
を
比
べ
る
と
、
理
太
郎
は
心
学
者
道
理
先
生
に
助
け
ら
れ
て
改
心
す
る
し
、
牛
蔵
は
心
学
の
道
得
先
生
の
仲
裁
に
よ
っ
て

徳
蔵
と
和
解
す
る
の
だ
か
ら
、
『
心
学
早
染
艸
』
に
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
趣
向
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

『
心
学
早
染
艸
』
一
人
の
人
間
の
葛
藤
を
、
善
魂
悪
魂
の
戦
い
と
い
う
形
で
視
覚
化
し
て
み
せ
た
わ
け
で
、
類
型
的
な
が
ら
善
魂
の
伜

の
仇
討
ち
な
ど
と
い
う
発
想
の
面
白
さ
で
見
る
に
耐
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
ほ
う
は
勤
勉
な
も
の
が
栄
え
、

遊
興
に
ふ
け
っ
て
い
る
も
の
は
滅
び
る
、
だ
か
ら
徳
蔵
の
よ
う
な
生
き
方
を
せ
よ
と
い
う
教
訓
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。 

 

上
段
の
い
ろ
は
を
頭
に
し
た
七
五
の
文
句
は
徳
蔵
牛
蔵
の
や
り
と
り
で
あ
る
が
、
勤
勉
な
男
と
遊
び
す
ぎ
の
男
の
言
い
合
い
で
あ
る
。

す
で
に
教
訓
が
隠
れ
蓑
の
役
割
を
な
さ
な
い
こ
と
は
寛
政
三
年
の
筆
禍
事
件
以
来
明
か
に
な
っ
て
い
た
。
勤
勉
な
男
が
栄
え
、
遊
び
す
ぎ

の
男
が
滅
び
る
と
い
う
結
論
は
、
初
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
論
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で

『
い
ろ
は
短
歌
』
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。 

 

し
か
し
、
徳
蔵
の
よ
う
に
勤
勉
で
蓄
財
に
も
心
を
傾
け
る
男
が
全
面
的
に
支
持
さ
れ
た
か
と
い
う
と
や
は
り
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

『
い
ろ
は
短
歌
』
の
形
式
は
Ｂ
パ
タ
ー
ン
で
述
べ
た
よ
う
に
、
双
方
が
本
音
を
述
べ
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
下
段
の
絵
入

り
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
ま
ず
上
段
の
文
句
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
両
論
併
記
と
い
う
読
み
方
も
で
き
る
。 

 

『
か
ね
も
ち
び
ん
ぼ
う
人
せ
り
あ
い
問
答
』
（
嘉
永
五
年
「
吾
妻
み
や
げ
」
所
収
）
に
は
金
持
ち
と
貧
乏
人
の
言
い
分
が
上
下
二
段
に

分
け
て
書
か
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
に
も
軍
配
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

た
る
こ
と
を
し
っ
て
き
ま
ま
に
く
ら
す
の
が
ふ
く
じ
ん
の
お
し
え
じ
ゃ
わ
い
な 
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ひ
と
は
い
の
ち
が
も
の
だ
ね
じ
ゃ
た
っ
し
ゃ
で
さ
へ
ゐ
れ
ば
か
ね
は
ひ
と
り
で
で
き
る
わ
い
や
い 

双
方
同
じ
回
数
の
言
い
合
い
が
あ
り
、
ど
ち
ら
に
味
方
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
読
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。 

『
教

訓

善

悪

い
ろ
は
短
歌
』
も
、
い
ろ
は
を
冠
し
た
七
五
の
文
句
だ
け
見
る
な
ら
ば
、
『
か
ね
も
ち
び
ん
ぼ
う
人
せ
り
あ
い
問
答
』
の
よ
う
に

両
論
の
な
か
に
自
分
が
共
感
す
る
部
分
を
見
つ
け
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。 

 

十
返
舎
一
九
画
作
『
伊
呂
波
短
歌
』
（
享
和
三
年
）
、
も
ま
た
興
味
ぶ
か
い
。
同
じ
器
に
ど
う
い
う
も
の
を
盛
り
込
む
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
作
者
の
個
性
が
出
て
く
る
。
一
九
の
作
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
パ
タ
ー
ン
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
夫
婦
喧
嘩
、
別
れ
、
仲
直
り
、
和

解
、
出
産
と
い
う
筋
立
て
で
、
喧
嘩
の
仲
裁
に
仲
人
が
入
る
と
い
う
の
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
さ
に
一
九
自
身
が
い
う
「
古
め
か
し
き
趣
向
」

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
っ
た
く
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
再
現
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
違
い
の
一
つ
は
い
ろ
は

京
を
冠
し
た
七
五
の
文
句
で
あ
る
。
お
互
い
の
悪
口
が
更
に
徹
底
し
て
い
て
、
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
勢
い
で
あ
る
。
二

つ
目
は
ご
て
い
ね
い
に
も
、
京
の
あ
と
に
、
け
尽
く
し
の
悪
口
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
頭
文
字
を
「
い
ろ
は
」
に
と
り
、
そ
の
あ
と
「
け
」

が
つ
く
言
葉
を
羅
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
こ
の
夫
婦
の
名
は
「
へ
い
す
け
」「
お
ば
け
」
で
あ
る
。
三
つ
目
は
最
後
に
袴
が

う
ま
く
は
け
な
い
へ
い
す
け
を
、
女
房
子
供
が
笑
う
場
面
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

『
い
ろ
は
短
歌
』
の
元
の
型
を
な
ぞ
り
な
が
ら
一
九
の
笑
い
を
盛
り
込
ん
だ
の
が
こ
の
作
で
あ
る
と
い
え
る
。
悪
口
の
応
酬
も
最
後
の

失
敗
談
め
い
た
場
面
も
笑
い
を
さ
そ
う
手
段
と
し
て
入
れ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
滑
稽
本
の
世
界
に
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
趣
向
と
し

て
も
っ
て
き
た
場
合
、
こ
う
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。 

 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
い
ろ
は
短
歌
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
作
ら
れ
た
Ｃ
グ
ル
ー
プ
の
作
は
遊
里
の
遊
び
、
教
訓
、
滑
稽
な
ど
の

要
素
を
と
り
い
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
作
と
な
し
て
い
る
。
合
巻
本
も
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
た
の
か
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、『
小

説
書
目
年
表
』
に
見
る
の
み
で
実
際
に
見
る
こ
と
は
出
来
ず
残
念
で
あ
っ
た
。 
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２-

１-

５ 

お
わ
り
に 

 

立
場
の
異
な
る
も
の
を
対
置
し
こ
と
ば
で
戦
わ
せ
る
、
と
い
う
場
合
、
異
類
合
戦
物
と
論
争
物
と
は
一
見
類
似
し
た
様
相
を
呈
し
て
い

る
が
、
別
種
の
も
の
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
渡
辺
（
一
九
七
六
）
の
指
摘
で
あ
る
（
注
一
一
）
。
そ
の
二
つ
の
流
れ
が

江
戸
戯
作
に
ど
の
よ
う
に
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
更
に
検
討
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。 

 

散
見
す
る
見
立
て
番
付
は
見
立
て
評
判
記
（
注
一
二
）
と
同
じ
く
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
格
づ
け
を
表
わ
す
も
の
で
も
あ
ろ

う
が
、
一
方
で
は
卑
近
な
も
の
を
と
り
あ
げ
相
撲
の
対
戦
相
手
と
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
勝
つ
か
と
い
う
よ
う
な
想
像
を
か
き
た
て
る
も

の
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

実
際
に
は
相
撲
な
ど
と
り
よ
う
も
な
い
も
の
が
二
つ
の
立
場
に
別
れ
て
戦
う
と
考
え
る
の
は
、
異
類
合
戦
の
発
想
で
あ
ろ
う
し
、
『
い

ろ
は
短
歌
』
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
。
人
間
で
も
立
場
の
異
な
る
も
の
を
異
類
と
考
え
、
そ
の
戦
い
と
和
解
の
様
子
を
あ
ら

わ
す
表
現
形
式
が
、
Ｂ
、
Ｃ
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
更
に
こ
の
点
を
考
え
て
み
れ
ば
、
京
伝
の
『
傾

城
買
四
十
八
手
』
も
客
と
遊
女
の
戦
い
と
考
え
、
そ
の
中
の
手
は
、
あ
る
場
合
は
戦
い
の
手
段
で
も
あ
る
し
、
ま
た
真
の
手
の
よ
う
に
人

間
的
な
理
解
の
中
に
和
解
の
手
段
も
あ
る
と
も
読
む
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。 

『
通
人
い
ろ
は
短
歌
』
が
芝
全
交
と
山
東
京
伝
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
作
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
。
『
い
ろ
は
短
歌
』
Ｃ
グ
ル
ー
プ

の
作
品
群
は
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
は
い
い
な
が
ら
、
発
想
の
型
と
し
て
は
根
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
更
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
し
、
そ
の
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
て
こ
の
稿
を
閉
じ
た
い
と
お
も
う
。 
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【
注
】 

（
注
一
）
『
日
本
永
代
蔵
』
巻
二
『
西
鶴
集
下
』
ｐ
六
二 

日
本
古
典
文
学
大
系 

岩
波
書
店 

（
注
二
）
石
川
謙
編
纂
（
一
九
六
九
）
『
日
本
教
科
書
大
系
』
往
来
物
編
第
五
巻
解
説 

講
談
社 

（
注
三
）
林
若
樹
（
一
九
〇
九
）
「
流
行
歌
い
ろ
は
短
歌
」
『
集
古
会
誌
』
明
治
四
十
一
年
三
月 

（
注
四
）
『
近
世
こ
ど
も
の
絵
本
集
』
」
江
戸
編
『
い
ろ
は
短
歌
』
解
題
に
「
去
り
状
の
中
に
か
え
っ
て
若
女
房
の
い
き
い
き
し
た
生
態
が

窺
え
る
」
と
あ
る
。 

（
注
五
）
高
橋
愛
次
（
一
九
七
四
）
『
伊
呂
波
歌
考
』
」
三
省
堂 

(

注
六
）
稀
書
複
製
会
『
い
ろ
は
た
ん
か
』(

一
九
二
一
年)

第
二
期
解
題 

米
山
堂 

(

注
七)

 

中
村
幸
彦
（
一
九
六
六
）
『
戯
作
論
』
」
角
川
書
店 

(

注
八)

 

未
刊
江
戸
文
学 

第
四
冊 

(

注
九)

 

古
川
瑞
昌
（
一
九
七
八
）
「
餅
酒
論
の
系
譜
」
『
風
俗
』
第
十
一
巻
ニ
・
三
号 

(

注
一
〇)

「
毛
利
集
」
薩
摩
叢
書
三 

(

注
一
一
）
渡
辺
守
邦(

一
九
七
六)

「
酒
茶
論
と
そ
の
周
辺
」
『
大
妻
女
子
大
学
紀
要
』
昭
和
五
一
年
三
月 

(

注
一
二)

 

中
野
三
敏(

一
九
八
五)

『
江
戸
名
物
評
判
記
案
内
』
岩
波
新
書 

 

【
参
考
文
献
】 

高
橋
愛
次
（
一
九
七
四
）
『
伊
呂
波
歌
考
』
三
省
堂 
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 二
―
二 

悪
意
の
言
語
遊
戯 

  

２-

２-
１ 

は
じ
め
に 

 

日
本
語
に
お
け
る
言
語
遊
戯
に
は
多
く
の
型
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
悪
意
を
含
意
す
る
言
語
遊
戯
、
ま
た
は
言
語
遊
戯
的
表
現
が
あ
る
。

相
手
の
こ
と
ば
を
ゆ
が
め
て
受
け
て
、
言
い
返
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
に
対
す
る
悪
意
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
日

本
各
地
に
残
る
む
だ
口
（
注
一
）
、
洒
落
本
な
ど
会
話
体
の
文
芸
に
お
け
る
悪
態
の
一
つ
の
型
と
し
て
も
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の

よ
う
な
後
期
江
戸
文
学
に
現
れ
る
会
話
の
言
語
遊
戯
的
な
色
彩
に
つ
い
て
は
、
水
野
稔
の
指
摘
が
あ
る
。
（
注
二
） 

 

悪
意
を
表
現
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
言
語
遊
戯
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
い
く
つ
か
の
型
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。 

 

２-

２-

２ 

悪
意
の
言
語
遊
戯
の
諸
型 

(

一)

聞
き
違
え
る
。 

 

聞
き
間
違
え
た
ふ
り
を
す
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
。
故
意
に
聞
き
間
違
え
て
、
そ
れ
を
評
し
て
あ
き
れ
る
と
言
っ
た

り
、
べ
ら
ぼ
う
め
と
罵
倒
し
た
り
す
る
。 

通
リ

者
こ
れ

新
や

。
茶
づ
ら
せ
ろ
新
ぞ
う
何
け
づ
ら
せ
ろ
と
か
へ
『
遊
子
方
言
』
洒
落
本
大
成
第
四
巻
ｐ
三
六
二 

く
ら
い
い
居
つ
づ
け
び
よ
り
だ
の
ゥ
思
ひ
き
ゐ
な
ん
し
な
里
べ
ら
ぼ
う
め
い
い
め
く
り
び
よ
り
が
き
ひ
て
あ
き
れ
る
『
傾
城
買
四
十
八

手
』
洒
落
本
大
成
第
九
巻
ｐ
二
四
四 
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く
ら
お
ら
ァ
い
や
そ
り
ゃ
ァ
わ
っ
ち
が
こ
れ
と
に
た
り
よ
っ
た
り
だ
里
ち
ょ
き
に
ふ
た
り
が
き
い
て
あ
き
れ
ら
ァ
『
傾
城
買
四
十
八
手
』

洒
落
本
大
成
第
一
五
巻
ｐ
二
四
二 

前
出
、
水
野
論
文
で
も
江
戸
語
で
は
Ａ
→
‘
Ａ
に
転
換
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
相
手
の
会
話
に
あ
る
Ａ
を
う
け
て
、‘
Ａ
が
聞
い

て
あ
き
れ
る
と
言
う
形
を
と
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ａ
を
Ａ
で
う
け
と
ら
な
い
で
、‘
Ａ
で
う
け
る
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
の
は
、
地

口
尻
取
り
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
安
永
二
年
『
地
口
須
天
宝
』
に
は
、
は
じ
め
ま
し
ょ
／
め
ま
し
ょ
を
み
れ
ば
な
り
そ
な
目

も
と
／
目
も
と
あ
ふ
み
の
国
ざ
か
い
／
ざ
か
い
ち
が
い
の
お
て
ま
く
ら
／
ま
く
ら
の
花
は
あ
す
か
や
ま
／
か
や
ま
町
に
は
薬
し
さ
ま
、
と

地
口
尻
取
り
が
あ
り
、
洒
落
本
『
穴
知
鳥
』
」
に
も
遊
里
で
地
口
尻
取
り
に
興
ず
る
場
面
が
あ
る
（
洒
落
本
大
成
第
七
巻
ｐ
一
五
二
）
。 

相
手
の
言
葉
の
最
終
部
分
の
三
か
ら
四
音
を
う
け
て
、
類
似
す
る
音
を
も
つ
異
語
に
転
化
し
て
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
遊
び
で
あ
る
。

尻
取
り
は
同
音
を
接
点
に
し
て
異
語
に
つ
な
ぐ
の
だ
が
、
地
口
尻
取
り
は
わ
ざ
と
言
い
間
違
い
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
Ａ
→
Ａ
で
つ
な

が
ら
ず
、
Ａ
→
‘
Ａ
の
言
い
間
違
い
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
訂
正
し
な
が
ら
つ
な
げ
て
い
く
形
が
『
浮
世
風
呂
』『
萬
歳
』
に

も
あ
る
。
（
注
三
） 

こ
れ
は
言
葉
を
音
と
し
て
ど
う
聞
く
か
と
い
う
こ
と
か
ら
意
外
な
も
の
を
出
し
て
い
き
、
音
の
類
似
と
意
味
の
ず
れ
を
楽
し
む
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
音
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
違
う
意
味
内
容
を
受
け
取
る
遊
び
は
次
の
よ
う
な
表
現
に
も
見
る
こ
と
が
出

来
る
。 

玉
夕
エ
ゝ
じ
れ
っ
て
へ
。
そ
こ
に
あ
る
か
ら
お
み
な
ん
し
し
あ
ん
き
ゝ
よ
う
か
る
か
や
を
み
な
え
し
と
き
こ
へ
る
は
へ
『
通
言
総
籬
』

洒
落
本
大
成
第
一
四
巻
ｐ
五
二 
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『
地
口
須
天
宝
』
に
は
地
口
の
宗
匠
が
登
場
し
、
「
詞
で
音
の
声
の
ひ
び
く
の
が
よ
い
地
口
と
い
う
の
で
ご
ざ
る
」
と
言
っ
て
、
「
せ
き

が
太
平
国
土
安
穏
」
が
「
天
下
太
平
国
土
安
穏
」
に
聞
こ
え
る
と
い
う
例
を
出
し
て
い
る
。
音
の
類
似
で
言
葉
を
つ
な
い
で
い
く
遊
び
が

愛
好
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
『
地
口
須
天
宝
』
の
よ
う
な
地
口
の
指
南
書
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

洒
落
本
に
み
ら
れ
る
例
は
言
い
間
違
え
る
の
で
は
な
く
、
聞
き
間
違
え
る
と
言
う
形
を
と
る
。
言
い
間
違
え
る
の
も
聞
き
間
違
え
る
の

も
類
似
す
る
音
か
ら
の
発
想
と
い
う
点
で
は
ど
ち
ら
も
言
語
遊
戯
的
で
あ
る
が
、
言
い
間
違
え
か
ら
は
滑
稽
感
を
、
聞
き
間
違
え
か
ら
は

悪
意
を
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

（
二
）
意
味
を
取
り
違
え
る
。 

 

相
手
の
言
葉
を
受
け
、
同
音
異
語
で
返
し
て
い
く
。
わ
ざ
と
意
味
を
取
り
違
え
た
ふ
り
を
す
る
。
歪
曲
し
て
受
け
取
る
の
は
、
や
は
り

相
手
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
表
現
意
図
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
音
異
語
か
ら
更
に
そ
の
連
想
へ
と
言
葉
を
つ
ら
ね
て
い
き
、
相
手
の
言

葉
を
不
当
で
あ
る
と
非
難
す
る
。 

五
郎
（
前
略
）
今
夜
は
す
っ
は
り
お
れ
が
心
い
き
を
は
な
し
て
あ
ん
ど
さ
せ
て
や
ろ
ふ
す
ま
あ
ん
ど
さ
せ
る
へ
あ
ん
ど
た
ァ
燈
を
と

も
す
物
か
へ
『
傾
城
買
二
筋
道
』
洒
落
本
大
成
第
一
七
巻
ｐ
一
一
六 

.

き
ィ
ェ
サ

。
ァ
ノ
。

て
ゑ
ゝ
が
。
ひ
か
ひ
か
を
。
二
ツ
さ
す
客
人
で
。
つ
ヰ
お
そ
ま
つ
に
成
り
や
し
た
。
船
ま
だ
こ
の
あ
ま
は
。
い

や
ァ
が
る
。
な
ん
だ
。
ひ
か
ひ
か
を
二
つ
さ
す
。
合
躰
の
雷
で
も
落
ち
は
し
め
へ
し
『
遊
婦
里
会
談
』
洒
落
本
大
成
第
九
巻
ｐ
三

一
五 

く
ま
（
前
略
）
あ
っ
ち
は
と
ん
だ
に
ぎ
や
か
だ
よ
。
こ
ん
な
淋
し
い
事
じ
ゃ
ァ
ね
へ
。
人
の
い
い
客
人
さ
。
武
士
で
や
し
き
で
侍
さ
。

あ
ん
ま
り
蚰
を
い
い
な
さ
ん
な
。
そ
ん
な
に
。
あ
ま
だ
の
川
だ
の
と
。
か
ん
や
の
夜
じ
ゃ
あ
あ
る
め
へ
し
。
船
な
ん
だ
。
う
ぬ
ま
で

向
へ
な
を
る
。
ぶ
し
が
と
う
す
る
。
陳
皮
が
と
ふ
だ
。
甘
草
で
も
本
蔵
で
も
こ
う
な
っ
ち
ゃ
あ
が
っ
て
ん
し
ね
へ
。
『
遊
婦
里
会
談
』 
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洒
落
本
大
成
第
九
巻
ｐ
三
一
四 

谷
（
前
略
）
第
一
う
ぬ
が
。
名
か
ら
し
て
気
に
い
ら
ね
へ
。
蕎
麦
切
へ
入
る
。
温
飩
の
粉
じ
ゃ
ァ
あ
る
め
へ
し
。
つ
な
ぎ
だ
の
。
な

ん
だ
の
と
。
お
し
の
つ
ゑ
へ
。
つ
な
ぎ
よ
り
や
ァ
。
つ
ば
き
を
な
め
て
。
ゑ
へ
風
だ
。
『
甲
驛
新
話
』
洒
落
本
大
成
第
六
巻
ｐ
三
〇
八 

（
三
）
仮
定
し
て
推
量
す
る
。 

 

～
が
～
と
仮
定
す
る
と
、
～
が
～
な
ら
、
と
相
手
の
言
葉
を
前
提
に
し
て
荒
唐
無
稽
の
結
論
を
導
き
出
し
、
結
果
と
し
て
相
手
の
言
葉

を
否
定
す
る
。 

エ
ゝ
け
し
か
ら
ね
へ
。
お
ま
え
も
な
ん
で
お
ぜ
ん
す
な
。
」
「
な
ん
だ
け
し
か
ら
ね
へ
。
こ
い
つ
も
唐
人
だ
、
け
し
が
か
ら
け
り
ゃ
山

椒
や
蕃
椒
ァ
佐
渡
ィ
金
堀
り
に
で
も
や
る
は
ィ
」
『
南
客
先
生
文
集
』
洒
落
本
大
成
第
九
巻
ｐ
一
〇
七 

く
ら
こ
ん
ぢ
う
も
居
つ
づ
け
に
を
き
さ
で
へ
ぶ
手
が
で
き
ん
し
た
ら
う
ち
っ
と
ひ
げ
な
で
さ
里
手
め
へ
も
そ
の
皃
で
手
が
で
き
ち

ゃ
ァ
化
物
や
し
き
の
あ
ん
ど
ん
と
い
ふ
も
の
だ
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
洒
落
本
大
成
第
一
五
巻
ｐ
二
四
三 

『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
に
は
、
信
濃
地
方
で
採
取
さ
れ
た
む
だ
口
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

蟻
が
鯛
な
ら
芋
虫
や
鯨
百
足
汽
車
な
ら
蠅
が
鳥 

あ
り
が
た
い
と
い
う
と
き
の
ま
ぜ
っ
か
え
し
で
あ
る
。「
あ
り
が
た
い
」
を
「
蟻
が
鯛
」
と
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
悪
態
と
し
て
の
機
能

が
生
じ
る
。
一
語
を
わ
ざ
と
二
語
と
見
な
し
て
し
ま
う
と
い
う
発
想
は
、
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鼓
』
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

兎
（
う
さ
ぎ
）
を
切
り
つ
け
た
ら
二
羽
の
鳥
に
な
っ
て
飛
ん
で
行
っ
た
、
そ
の
鳥
を
名
づ
け
て
鵜
（
う
）
と
鷺
（
さ
ぎ
）
と
言
っ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
井
上
ひ
さ
し
を
感
嘆
さ
せ
た
黄
表
紙
で
あ
る
が
（
注
四
）
、
喜
三
二
の
独
創
と
い
う
よ
り
、
人
々
に
愛
好
さ
れ
た
言
語
遊
戯

的
な
発
想
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
洒
落
本
の
悪
態
も
地
方
に
残
る
む
だ
口
も
根
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。 

（
四
）
不
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。 
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金
き
げ
ん
を
直
し
な
ん
し
谷
ナ
ニ
サ

き
げ
ん
を
直
す
の
。
直
さ
ね
ふ
の
と
。
寝
起
き
の
。
や
や
さ
ま
じ
ゃ
ァ
あ
る
め
へ
し
『
甲
駅
新
話
』

洒
落
本
大
成
第
六
巻
ｐ
三
〇
九 

琴
好
（
前
略
）
ね
る
の
ゆ
る
め
る
の
と
。
蕎
麦
が
き
で
も
こ
せ
ゑ
は
し
め
へ
し
『
美
地
の
蠣
殻
』
洒
落
本
大
成
第
八
巻
ｐ
二
四
〇 

く
ら
ほ
れ
て
い
り
ゃ
お
め
え
も
ほ
れ
て
居
な
ん
す
だ
ら
う
里
な
ん
の
ほ
れ
た
の
ほ
れ
ね
へ
の
と
土
葬
の
施
主
が
卵
塔
場
で
小
言
を

い
ァ
し
め
へ
し
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
洒
落
本
大
成
第
一
五
巻
ｐ
二
四
四 

 

「
～
の
～
な
い
の
」
、「
～
じ
ゃ
あ
る
め
へ
し
」（
ま
た
は
～
し
め
へ
し
）
と
、
否
定
形
で
終
わ
る
型
と
な
っ
て
い
る
。
相
手
の
言
葉
を
わ

ざ
と
同
音
異
語
で
返
し
て
意
表
を
突
く
こ
と
に
よ
り
、
相
手
の
言
葉
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。 

（
五
）
反
対
を
い
う 

通
り
者
さ
す
れ
ば
爺
に
成
ッ
た
か
。
何
事
も
さ
へ
ぬ
さ
へ
ぬ
。
只
た
だ
帰
り
ま
し
ょ
帰
り
ま
し
ょ
。
新
ぞ
う
は
て
さ
て
も
ち
ゐ
と

お
出
な

ん
し
。
お
ま
え
が
帰
り
な
ん
す
と
わ
っ
ち
ゃ
死
に
ん
す
。
『
遊
子
方
言
』
洒
落
本
大
成
第
四
巻
ｐ
三
六
二 

 

本
心
と
は
全
く
逆
の
事
を
言
う
。
か
た
ち
と
し
て
は
こ
れ
も
言
い
間
違
い
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
故
意
に
、

で
あ
る
。
言
わ
れ
た
相
手
で
さ
え
本
心
を
十
分
に
承
知
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
れ
を
言
う
の
は
悪
意
の
表
出
を
強
調
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
ざ
と
反
対
の
事
を
言
っ
て
、
悪
態
を
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

逆
を
並
べ
る
の
が
黄
表
紙
の
趣
向
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
山
東
京
伝
『
世
上
洒
落
見
絵
図
』
に
は
、「
雷
な

ど
も
洒
落
て
き
て
、
人
間
が
や
か
ま
し
か
ろ
う
と
ず
い
ぶ
ん
小
さ
く
鳴
り
、
た
ま
た
ま
お
っ
つ
こ
ち
た
と
き
は
そ
の
近
所
へ
義
理
を
の
べ

て
て
ん
じ
ょ
う
す
る
。
（
中
略
） 

オ
ゝ
雷
殿
か
、
ご
苦
労
で
ご
ざ
る
。
い
や
は
や
今
の
夕
立
で
暑
さ
を
取
り
返
し
ま
し
た
」
と
あ
り
、
逆

を
言
う
の
も
洒
落
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
予
想
さ
れ
る
言
葉
の
逆
で
返
す
と
い
う
の
は
言
語
遊
戯
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
滑
稽
感
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
悪
意
が
あ
る
場
合
は
罵
倒
す
る
代
わ
り
に
ほ
め
言
葉
で
返
し
て
、
攻
撃
力
を
強
め
る
。 
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２-

２-

３ 

お
わ
り
に 

 

悪
意
が
あ
っ
て
言
い
返
す
場
合
の
、
言
語
遊
戯
的
な
表
現
の
例
を
見
て
き
た
。
洒
落
本
に
は
遊
女
と
客
と
が
口
論
す
る
場
面
が
し
ば
し

ば
現
れ
る
。
そ
の
際
、
武
器
と
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が
選
ば
れ
る
。
わ
ざ
と
間
違
え
て
悪
意
を
表
現
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い

る
が
、
間
違
え
た
ふ
り
を
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
言
語
遊
戯
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。
口
論
と
い
う
感

情
的
な
場
面
に
於
て
、
知
的
な
遊
戯
と
も
言
え
る
こ
の
よ
う
な
表
現
が
選
ば
れ
る
の
は
興
味
深
い
。
言
語
遊
戯
と
は
一
定
の
ル
ー
ル
に
よ

っ
て
言
葉
を
選
ん
で
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
ル
ー
ル
と
は
、
必
ず
相
手
の
発
言
の
一
語
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を
取
っ
て
、
同
音

異
語
、
あ
る
い
は
近
似
の
音
を
も
つ
語
を
も
っ
て
返
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

相
手
に
打
撃
を
与
え
よ
う
と
い
う
時
に
は
、
罵
り
の
言
葉
を
多
用
す
る
の
が
一
般
的
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
又
、
単
に
相
手
の
言
葉
を
そ

の
ま
ま
取
っ
て
非
難
す
る
方
法
も
あ
る
。
江
戸
の
悪
態
は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
比
喩
や
尊
大
語
な
ど
、
様
々
な
も
の
が
見

ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
わ
ざ
と
間
違
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
悪
意
の
表
現
を
す
る
方
法
も
駆
使
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

洒
落
本
な
ど
に
現
れ
る
口
論
そ
れ
自
体
に
遊
び
の
要
素
が
強
く
あ
り
、
ゲ
ー
ム
化
し
た
会
話
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。「
わ
ざ
と
こ
じ
つ
け
た
地
口
を
書
く
の
が
戯
作
者
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
」
と
三
馬
が
い
う
背
景
に
は
、
庶
民
が
地
口
、
口
合
な
ど

の
言
語
遊
戯
を
愛
好
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
洒
落
本
な
ど
の
会
話
も
悪
意
を
表
明
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
技
法
を
使
っ
て
読
者
と
共

に
会
話
を
楽
し
む
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 
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【
注
】 

(
注
一)

鈴
木
棠
三 

（
一
九
八
一
）
『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
Ｐ
七
二
九
～
ｐ
七
九
二
東
京
堂
出
版 

(

注
二)
水
野
稔 

 
 

（
一
九
七
四
）
『
き
い
て
あ
き
れ
る
』
考
」
『
江
戸
小
説
論
叢
』
ｐ
四
七 

(

注
三)

鶴
田
洋
子 

（
一
九
八
八
）
『
こ
と
ば
遊
び
』
Ｐ
九
三 

誠
文
堂
新
光
社 

(

注
四)

井
上
ひ
さ
し
（
一
九
七
九
）
「
わ
た
し
に
と
っ
て
の
戯
作
」
『
パ
ロ
デ
ィ
志
願
』
中
央
公
論
ｐ
一
四
一 

 

【
参
考
文
献
】 

水
野
稔 

 
 

 

（
一
九
七
四
）
「
『
き
い
て
あ
き
れ
る
』
考
」
『
江
戸
小
説
論
叢
』
中
央
公
論
社 

井
上
ひ
さ
し
（
一
九
七
九
）
「
わ
た
し
に
と
っ
て
の
戯
作
」
『
パ
ロ
デ
ィ
志
願
』
中
公
文
庫 

中
央
公
論
社 

鈴
木
棠
三
編
（
一
九
八
一
）
『
新
版
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
東
京
堂
出
版 

鶴
田
洋
子 

 

（
一
九
八
八
）
『
こ
と
ば
遊
び
』
誠
文
堂
新
光
社 

 
 【

使
用
テ
キ
ス
ト
】 

洒
落
本
大
成
編
集
委
員
会
（
一
九
七
八
―
一
九
八
八
）
『
洒
落
本
大
成
』 

中
央
公
論
社 

第
四
巻
、
第
六
巻
、
第
九
巻
、
第
一
五
巻
、
第
一
七
巻 
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二
―
三 

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
作
品
群 

  
２-
３-

１ 

は
じ
め
に 

 

北
尾
政
演
画
作
『
御
存
知
商
売
物
』（
天
明
二
年
一
七
八
二
）
は
当
時
の
出
版
物
を
擬
人
化
し
、
新
旧
の
戦
い
を
異
類
合
戦
風
に
描
い
た

黄
表
紙
で
あ
る
。
当
時
の
出
版
事
情
を
反
映
す
る
興
味
深
い
山
東
京
伝
の
作
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
時
代
遅
れ
の
出
版
物
と
し
て
登
場
す

る
本
に
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
が
あ
る
。「
い
ろ
は
短
歌
」
と
共
に
擬
人
化
さ
れ
て
登
場
す
る
の
だ
が
、
具
体
的
に
は
近
藤
清
春
画
作
『
ど

う
け
百
人
一
首
』
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
ど
う
け
百
人
一
首
」
は
一
つ
の
作
の
名
と
い
う
よ
り
、
複
数
の
出
版
物
を
指
し

て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
現
在
で
も
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
異
種
異
版
は
多
数
存
在
す

る
。 

 

い
わ
ゆ
る
「
小
倉
百
人
一
首
」
以
外
の
百
人
百
首
は
「
異
種
百
人
一
首
」
と
呼
ば
れ
る
が
、「
ど
う
け
百
人
一
首
」
は
そ
の
中
の
一
群
を

形
成
し
て
い
る
。
黄
表
紙
『
御
存
知
商
売
物
』
に
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
書
名
は
江
戸
の
人
々
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
多
数
の
作
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
一
つ
の
作
か
ら
次
の
作
が
生
ま
れ

て
い
く
の
か
、
群
の
形
態
を
整
理
し
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
江
戸
戯
作
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
が
こ
の
稿
の
目
的
で
あ

る
。 

 

２-

３-

２ 

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
は 

「
小
倉
百
人
一
首
」
以
外
の
も
の
で
百
人
百
首
を
集
め
た
も
の
は
「
異
種
百
人
一
首
」
と
呼
ば
れ
、
最
初
に
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
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の
「
新
百
人
一
首
」
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
（
注
一
）
。
宮
武
外
骨
は
異
種
百
人
一
首
百
六
十
種
を
得
、
日
本
に
於
け
る
異
種
百
人
一
首
蒐

集
者
と
誇
称
し
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
更
に
穂
積
重
遠
の
蔵
本
と
し
て
四
六
種
を
追
加
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
外
骨

の
リ
ス
ト
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
こ
の
「
新
百
人
一
首
」
で
あ
る
。
外
骨
も
リ
ス
ト
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
書
名
に
「
百
人
一

首
」
の
名
が
あ
っ
て
も
内
容
は
百
人
一
首
で
は
な
い
か
ら
採
ら
な
か
っ
た
と
か
、
名
前
に
百
人
一
首
は
な
い
が
内
容
か
ら
見
て
異
種
百
人

一
首
で
あ
る
か
ら
採
っ
た
と
か
、
そ
の
判
定
に
苦
慮
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
う
か
が
え
る
（
注
二
）
。 

実
際
に
本
を
手
に
取
っ
て
み
る
と
、
百
首
の
内
容
を
別
の
歌
人
に
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
観
光
案
内
と
抱
き
合
わ
せ
て
あ
る

庶
民
向
き
の
本
で
あ
っ
た
り
し
て
、
多
彩
な
内
容
に
百
人
一
首
と
い
う
名
前
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ど
う
扱
う
べ
き
か
判

断
に
迷
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
題
も
漢
字
や
ひ
ら
が
な
な
ど
一
様
で
は
な
く
、
形
態
も
ひ
と
と
お
り
で
は

な
い
。
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
作
も
外
骨
の
リ
ス
ト
と
一
致
し
て
い
な
い
。 

当
然
「
異
種
百
人
一
首
」
と
い
う
く
く
り
が
妥
当
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
異
種
百
人
一
首
」
を
論
ず

る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
い
う
名
が
つ
い
た
何
種
類
か
の
作
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
目
的
な
の
で
、

そ
の
こ
と
は
触
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
題
に
あ
た
る
版
本
に
限
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
内
容
が
百
人
一
首

の
狂
歌
で
あ
っ
て
も
題
が
違
う
場
合
は
除
外
し
た
。
題
名
が
お
お
む
ね
合
え
ば
、
漢
字
表
記
の
違
い
、
角
書
き
の
有
無
な
ど
は
問
わ
ず
見

て
い
く
こ
と
に
し
た
。 

今
回
、
確
認
で
き
た
の
は
次
の
本
で
あ
る
。
（
表Ⅰ

） 
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（
表
１
） 

 

 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
題
名
に
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
な
い
も
の
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
、
近
藤
清
春
画
作
の
『
今
様
職
人
づ
く



178 

し
百
人
一
首
』『
江
戸
名
所
百
人
一
首
』
は
百
人
一
首
を
本
歌
と
す
る
狂
歌
集
で
あ
る
が
除
外
し
た
。
ま
た
大
平
文
庫
「
ど
う
け
百
人
一
首
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
地
口
絵
手
本
初
・
二
編
』
も
は
ず
し
た
。
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
い
う
題
名
を
持
つ
版
本
で
も
、
今
回
見
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
本
が
ま
だ
全
国
に
多
数
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
木
村
に
よ
る
と
、
ほ
ぼ
時
代
を
迫
っ
て
幕
末
に
至
る
ま
で
多
数
の

版
本
が
現
存
し
、
版
の
摩
耗
度
か
ら
見
て
そ
れ
ぞ
れ
の
印
形
部
数
も
多
く
の
江
戸
で
長
く
愛
好
さ
れ
た
状
が
う
か
が
え
る
と
い
う
（
注
三
）
。 

 

こ
こ
で
は
こ
の
作
品
群
が
ど
の
よ
う
に
変
容
を
遂
げ
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
引
用
の
形
態
か
ら
仮
に
次
に
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

Ⅰ

全
体
と
し
て
「
百
人
一
首
」
を
想
起
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
も
の 

Ａ 

清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
其
の
流
れ
。 

１ 

清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』 

２ 

狂
歌
は
①
と
ほ
ぼ
同
じ
、
絵
も
か
な
り
の
部
分
類
似
が
み
ら
れ
る
も
の 

３ 

狂
歌
は
①
と
ほ
ぼ
同
じ
、
主
に
絵
な
ど
で
加
工
し
新
鮮
さ
を
加
味
し
た
も
の 

Ｂ 

Ａ
グ
ル
ー
プ
を
ふ
ま
え
て
更
に
黄
表
紙
本
狂
歌
本
に
仕
立
て
た
も
の 

１ 

Ａ
の
作
品
群
を
ふ
ま
え
つ
つ
更
に
狂
歌
を
変
え
て
い
る
も
の 

２ 

Ａ
の
作
品
群
の
狂
歌
と
絵
を
引
用
し
つ
つ
物
語
と
な
し
て
い
る
も
の 

Ⅱ
.

下
の
句
ま
た
は
上
の
句
の
み
百
人
一
首
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の 

Ａ 
 

 

上
の
句
だ
け
変
え
て
い
る
も
の 

Ｂ 
 

 

下
の
句
だ
け
変
え
て
い
る
も
の 

引
用
の
形
態
と
し
て
、Ⅰ

の
グ
ル
ー
プ
は
元
歌
で
あ
る
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
引
用
で
あ
る
か
、
意
味
あ
る
ま
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と
ま
り
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
百
人
一
首
の
並
び
順
を
踏
襲
し
、
い
く
つ
か
の
共
通
す
る
音
を
配
し
て
本
歌
を
想
起
さ
せ

る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。
本
歌
の
意
味
の
あ
る
ま
と
ま
り
を
無
視
し
て
、
音
を
不
規
則
に
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
上
に
大
き
な
ず

れ
が
生
じ
る
。
引
用
し
た
古
典
、
慣
用
句
、
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
な
ど
を
類
似
し
た
音
で
思
い
起
こ
さ
せ
つ
つ
、
ま
っ
た
く
内
容
の
違
う
も

の
を
盛
り
込
む
と
い
う
江
戸
庶
民
に
愛
好
さ
れ
て
い
た
言
語
遊
戯
「
地
口
」
と
同
じ
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
小
倉
百
人
一
首
」
は
か

る
た
と
し
て
庶
民
に
も
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
１-

Ａ
の
作
品
群
は
音
声
化
さ
れ
た
古
典
に
庶
民
的
な
内
容
を
盛
り
込
み
、
そ
の
落
差
を
楽

し
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
更
に
１-

Ｂ-

１
は
１-

Ａ
を
ふ
ま
え
て
更
に
新
し
い
狂
歌
を
造
り
か
え
、
１-

Ｂ-

２
は
「
小

倉
百
人
一
首
」
を
元
に
し
た
狂
歌
を
引
用
し
た
と
記
号
で
示
し
つ
つ
、
更
に
絵
で
先
行
の
作
を
引
用
し
な
が
ら
黄
表
紙
と
し
て
筋
を
も
つ

作
を
構
成
し
て
い
る
。 

Ⅱ

の
グ
ル
ー
プ
は
あ
る
部
分
、
つ
ま
り
下
の
句
か
上
の
句
か
が
「
小
倉
百
人
一
首
」
そ
の
ま
ま
で
あ
り
引
用
し
た
も
の
、
意
味
あ
る
ま

と
ま
り
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
上
か
下
の
半
分
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
り
本
歌
と
の
間
に
距
離
が
生
じ
意
外
性
を
ど
こ
ま
で

発
揮
で
き
る
か
と
い
う
、Ⅰ

グ
ル
ー
プ
と
は
違
う
意
味
で
の
言
語
遊
戯
的
な
興
味
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

同
じ
よ
う
な
題
名
で
あ
っ
て
も
そ
の
中
味
を
調
べ
る
と
か
な
り
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

２-

３-

３ 

清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』 

近
藤
助
五
郎
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
にⅠ

グ
ル
ー
プ
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
半
ペ
ー
ジ
を
上
下
に

区
切
っ
て
一
コ
マ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
狂
歌
と
絵
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
絵
に
は
詞
書
き
が
書
き
込
ま
れ
、
吹
き
出
し
は
な
い
も
の
の

今
日
で
い
う
漫
画
の
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。 
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て
ん
ち
て
ん
わ
う
う
た
に 

あ
き
の
田
の
か
り
ほ

．
．
．
．
．
．
．
．
す
ま
で
は
ひ
よ
り
よ
く
わ
か
こ

．
．
．
ど
も
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん 

ぢ
と
う
て
ん
王
う
た
に 

春
過
ぎ
て
な
つ
き

．
．
．
．
．
．
．
て
み
れ
ば
し
ろ
．
．
か
た
び
ら
子．
ど
も
ほ
．
．
し
が
る
あ
ま
．
．
が
か．
か
さ
ま． 

か
き
の
も
と
の
人
丸 

あ
し
び
き
の
山

．
．
．
．
．
．
や
が
う
ど
ん
し．
る
も
よ
く
な
が
な
が
し
き
を
ひ
と
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
す
す
ら
ん． 

山
辺
の
あ
か
ひ
と 

た
び
の
う
ら
に
ふ

．
．
．
．
．
み
つ
け
て
み
れ
ば

．
．
．
い
た
づ
ら
な
う
り
の
た．
ね
を
ば
つ
つ
み
お
き
つ
つ
．
． 

さ
る
ま
る
た
ゆ
う 

お
く
．
．
さ
ま．
の
ふ
ば
こ
ふ
み
わ

．
．
．
り
な
く
し
か

．
．
．
．
が
ま
ど
ふ
て
い
だ
す
ぜ
に
ぞ
か
な
し
き

．
．
．
．
． 

ち
ゆ
う
な
ご
ん
や
か
も
ち 

か
さ
さ

．
．
．
し
て
わ
た
せ
る

．
．
．
．
い
た
に．
ほ
す
あ
め
の
し
ろ
き
を
み
れ
ば

．
．
．
．
．
．
．
こ
ぞ
ふ
．
．
き
に
け
．
．
り 

あ
へ
の
な
か
ま
る 

あ
ま
．
．
ざ
け
を
わ
か
し
て
み
れ
ば
か
す

．
．
．
．
．
か
あ
る．
お
か
さ
．
．
に
ひ
と
つ
も
あ
り
も
し
よ
う
が
も
．
． 

き
せ
ん
ほ
う
し 

わ
が
．
．
う
お
は
み

．
．
．
う
ら
の
な
ま
こ
し．
ば
さ
か
な
よ
り
物
う
り
と
人
は
い
ふ
な
り

．
．
．
．
．
． 

お
の
の
小
町 

か
ほ
の
い
ろ
は
か
は
り
に
け
り
な
い
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
は
し
や
わ．
る
い
よ．
た
か
に
な
．
．
じ
み
せ
し
ま
に

．
．
．
． 
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（
傍
点
筆
者
） 

『
御
存
知
商
売
物
』
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
最
初
の
「
わ
が
こ
ど
も
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん
」
で
あ
り
、
図
柄
も
農
民
の
絵
で
あ
る
。

『
い
ろ
は
短
歌
』
と
と
も
登
場
す
れ
ば
、
黄
表
紙
の
読
者
は
す
ぐ
に
何
を
指
し
て
い
る
か
わ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
山
東
京
伝
『
ど
う
け
百
人

一
首
』
の
序
に
、「
延
宝
天
和
の
比
よ
り
今
に
い
た
り
て
此
百
人
一
首
の
わ
ら
ひ
絶
え
ず
道
外
と
い
う
な
を
こ
う
ふ
ら
し
め
も
こ
と
は
り
あ

る
か
な
」
と
あ
る
。
木
村
は
近
藤
清
春
画
作
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
享
保
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）
村
田
屋
治
兵
衛
版
が
は
じ
め
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
祖
本
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
浅
野
秀
剛
は
、
解
題
の
な
か
で
刊
年
は
享
保
期
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
す
る
。 

 

天
皇
の
歌
を
も
じ
っ
て
農
民
の
収
穫
の
姿
を
描
く
と
い
う
冒
頭
の
狂
歌
は
『
御
存
知
商
売
物
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
『
ど
う

け
百
人
一
首
』
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た
。
和
歌
の
雅
の
世
界
を
庶
民
の
世
界
に
取
り
な
し
、
そ
の
落
差
か
ら
生
じ
る
滑
稽
味
が

ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
謡
曲
や
歌
舞
伎
の
せ
り
ふ
な
ど
を
も
と
に
地
口
な
ど
の
言
葉
遊
戯
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
（
注

五
）
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。
絵
に
は
清
春
独
特
の
表
情
が
あ
り
、
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
、
ま
た
現
代
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
心
情
が
共
感

で
き
る
と
い
っ
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

近
藤
清
春
は
享
保
期
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
画
工
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
本
、
草
双
紙
（
赤
本
）
の
作
も
数
多
く
あ
る
。
『
ど
う
け
百
人

一
首
』
は
こ
れ
以
後
も
形
を
変
え
て
人
々
の
前
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
が
『
い
ろ
は
短
歌
』
と
同
様
に
庶
民
の
支
持
を
得
た
と
考
え
ら

れ
る
。
近
藤
助
五
郎
清
春
画
作
の
署
名
が
あ
る
百
人
一
首
の
狂
歌
集
は
そ
の
外
二
作
あ
り
、
狂
歌
の
作
者
と
し
て
も
評
価
す
べ
き
と
い
う

説
が
あ
る
（
注
六
）
。
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
が
長
く
人
々
に
愛
好
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
清
春
の
名
前
も
人
々
の
記
憶
に
止
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
と
い
う
（
注
七
）
。 
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２-

３-

４ 

清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
そ
の
後 

 
清
春
の
狂
歌
が
ほ
と
ん
ど
変
更
さ
れ
な
い
ま
ま
、『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
い
う
名
で
出
版
さ
れ
た
本
は
数
多
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

赤
本
仕
立
て
の
東
京
誌
料
本
は
一
部
分
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
中
本
の
半
ペ
ー
ジ
を
三
つ
に
分
け
て
狂
歌
を
一
首
ず
つ
と
そ

れ
ぞ
れ
の
絵
が
書
か
れ
て
い
る
。
清
春
版
と
東
京
誌
料
本
の
絵
は
人
物
の
描
き
方
や
構
図
の
点
で
共
通
点
が
あ
る
の
だ
が
、
東
京
誌
料
本

は
詞
書
き
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
に
つ
い
て
は
不
完
全
な
形
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
筆
者
に
は
清
春
の
署
名
が
入
っ
て
い
る
稀
書
複
製
会
本
の
よ
う
な
完
成
度
の
高
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
平
書
屋
版
『
ど
う
け
百
人
一
首
三
部
作
』
に
絵
師
不
詳
、
享
保
後
期
か
ら
延
享
頃
の
成
立
と
い
う
肥
田
蔵
本
の

写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
一
ペ
ー
ジ
を
四
つ
に
区
切
り
そ
の
一
つ
ず
つ
に
絵
と
狂
歌
を
書
き
込
ん
で
い
く
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。 

 

絵
が
大
き
く
変
更
を
加
え
ら
れ
た
の
は
鶴
屋
版
で
あ
る
。
筆
者
の
見
た
も
の
は
安
永
七
年
の
再
版
本
で
あ
る
か
ら
そ
れ
以
前
に
出
版
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
本
は
肥
田
蔵
本
と
同
じ
よ
う
に
中
本
一
ペ
ー
ジ
を
縦
横
四
つ
に
区
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
狂
歌
と
絵
だ
け

が
描
か
れ
て
い
る
。
か
る
た
と
し
て
百
人
一
首
を
連
想
さ
せ
る
こ
の
体
裁
は
以
後
定
着
し
、
清
春
版
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
流
れ
で
こ

れ
以
降
の
出
版
と
思
わ
れ
る
の
は
こ
の
方
式
に
な
っ
て
い
る
。
狂
歌
に
添
え
ら
れ
た
絵
は
大
き
く
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
構
図
な
ど

で
は
わ
ず
か
に
共
通
点
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
人
物
の
表
情
衣
装
な
ど
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

恋
川
春
町
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
以
来
、
草
双
紙
は
赤
本
黒
本
の
時
代
か
ら
黄
表
紙
の
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
、
そ

の
こ
と
が
「
道
化
百
人
一
首
」
に
も
及
び
、
当
世
風
に
塗
り
替
え
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
御
存
知
商
売
物
」
の
結
末
も

「
黒
・
赤
本
も
根
性
を
綴
じ
直
さ
れ
て
よ
り
、
元
の
ご
と
く
繁
盛
す
る
」
（
『
京
伝
全
集
』
第
一
巻
Ｐ
一
一
九
）
と
あ
り
、
古
風
で
あ
る
も

の
に
新
鮮
味
を
加
味
し
て
出
版
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
清
春
は
ま
さ
に
赤
本
黒
本
時
代
を
代
表
す
る
古
風
な
画
風

の
作
者
で
あ
っ
た
。 
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鶴
屋
版
以
降
と
見
ら
れ
る
も
の
の
は
狂
歌
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
く
て
も
、
絵
で
見
て
い
く
と
そ
れ
ぞ
れ
の
本
に
よ
っ
て
異
同
が
見

ら
れ
る
。
表
二
は
、
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
発
行
部
数
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
四
種
そ
れ
に
好
町
『
道
化
百

人
一
首
』
の
絵
だ
け
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
構
図
や
人
物
の
表
情
な
ど
に
著
し
い
類
似
が
見
ら
れ
る
も
の
を
記
号
で
示
し
た
。
酷
似

し
て
い
る
か
と
い
う
判
定
に
は
迷
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
物
の
配
置
、
表
情
な
ど
を
中
心
に
判
断
し
た
。
着
物
の
柄
、
置
か

れ
て
い
る
道
具
な
ど
が
違
っ
て
も
似
て
い
る
こ
と
と
し
た
。 

 

こ
の
表
か
ら
Ａ
清
春
本
と
Ｂ
鶴
屋
版
は
違
う
絵
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
Ｃ
は
Ｂ
を
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で

は
な
い
し
、
無
関
係
に
絵
が
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
清
春
の
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
狂

歌
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
の
本
が
全
く
違
う
絵
を
配
し
た
の
は
、
当
世
風
の
意
識
を
そ
こ
に
出
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
以
後
も
絵
を
含
め
て
考
え
る
と
ほ
ぼ
同
一
の
狂
歌
が
そ
の
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
っ
く
り
同
じ
も
の
が
出
版
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
作
は
次
の
作
と
同
じ
よ
う
な
絵
を
配
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
全
部
同
じ
な
の
で
は
な
く

一
部
分
が
同
じ
だ
が
一
部
分
は
違
う
と
い
う
形
に
な
っ
て
次
の
出
版
物
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

 

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
形
で
出
版
さ
れ
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
全
部
同
じ
或
い
は
全
部
違
う
と
い
う
の
で
は
な
く
少
し
ず
つ
違
う
と
い

う
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
安
易
に
コ
ピ
ー
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ピ
ー

し
た
と
い
う
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
読
者
に
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
面
的
に
コ
ピ
ー
し
て
い

る
と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
に
何
コ
マ
か
は
違
う
絵
を
配
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
ど
う
け
百
人
一
首
』

の
狂
歌
は
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
人
々
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
又
絵
も
流
通
す
る
う
ち
に
い
く
つ
か
が
定
着
し
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
狂
歌
と
し
て
定
着
し
た
の
は
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
絵
は
定
着
し
な
か
っ
た
。
鶴

屋
版
蔦
屋
版
な
ど
の
発
行
部
数
が
多
い
と
み
ら
れ
る
版
の
絵
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
其
の
定
着
し
た
絵
を
ふ
ま
え
つ
つ
新
味
を
加
え
て
新
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た
に
同
じ
題
名
で
次
々
と
類
似
の
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
味
と
は
例
え
ば
和
歌
三
神
、
ま
た
は
三
夕
の

狂
歌
を
加
え
た
り
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
入
れ
た
り
し
て
、
全
面
的
な
コ
ピ
ー
で
は
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
作
品
群
は
ど
れ
を
と
っ
て
も
現
代
で
い
う
独
創
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
狂
歌
で
も
、
絵
で
も
ど
の
よ
う
に

先
行
作
品
を
引
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
引
用
し
、
そ
れ
を
加
工
し
て
み
せ
る
こ
と
が
一
つ
の

作
を
な
す
こ
と
だ
っ
た
。
引
用
し
た
狂
歌
や
絵
を
そ
れ
と
読
者
に
知
ら
せ
な
が
ら
独
自
の
工
夫
で
新
味
を
加
え
、
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て

い
る
読
者
と
共
に
楽
し
む
こ
と
が
、
庶
民
的
な
文
芸
で
あ
る
草
双
紙
の
創
作
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

２-

３-

５ 

『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
黄
表
紙 

 

恋
川
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』
は
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
狂
歌
を
全
編
に
ち
り
ば
め
て
絵
入
り
の
物
語
に
し
た
黄
表
紙
で
あ
る
。
こ

の
作
品
は
「
小
倉
百
人
一
首
」
、
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
更
に
あ
の
狂
歌
に
は
こ
の
絵
が
つ
い
て
い
る
と
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
初
め
て
笑
い
が
成
り
立
つ
。
「
小
倉
百
人
一
首
」
の
第
三
次
加
工
作
と
も
い
え
よ
う
か
。 

 
 

今
は
む
か
し
小
く
ら
山
の
ほ
と
り
に
で
ん
ぢ
で
ん
ぞ
う
と
い
う
百
せ
う
あ
り
。
も
と
は
で
ん
ぢ
も
お
ほ
く
も
ち
て
、
村
に
て
も
で
ん

ぢ
を
い
め
や
う
に
よ
ば
れ
た
ほ
ど
の
百
せ
う
な
り
し
が
、
今
は
や
う
や
う
お
や
こ
三
人
ぐ
ら
し
と
な
り
正
じ
き
い
つ
へ
ん
に
世
を
お
く

り
、
む
す
め
ひ
と
り
を
た
の
み
に
ふ
う
ふ
と
も
か
せ
ぎ
に
せ
い
を
だ
し
「
あ
き
の
た
の
か
り
ほ
す
ま
で
に
ひ
よ
り
よ
く
我
が
子
共
ら
を

ら
く
に
す
ご
さ
ん
と
、
朝
夕
天
と
う
さ
ま
を
お
が
ん
で
く
ら
す
。 

 

か
う
か
ま
を
ま
え
に
を
い
て
天
た
う
様
を
お
が
む
所
は
け
し
の
介
が
お
ち
ゃ
と
う
を
す
る
と
い
う
ふ
み
だ
れ
が
こ
れ
も
子
ど
も
ら
を 

ま
と
め
て
と
っ
く
り
そ
だ
て
た
い
ば
っ
か
り
で
ご
ざ
い
（
一
ウ
） 
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表
二 

Ａ
享
保
年
間 

 
 

近
藤
清
春
画
作 

稀
書
複
製
会
本 

Ｂ
安
永
八
年
再
版 

鶴
屋
喜
右
衛
門
版 

Ｃ
天
明
四
年 

 
 

蔦
屋
重
三
郎
版 

Ｄ
文
化
五
年 

 
 

泉
屋
市
兵
衛
版 

Ｅ
文
化
六
年 

 
 

北
尾
重
政
画 

大
平
文
庫
十
所
収 

Ｆ
寛
政
五
年 

 
 

恋
川
好
町
作 

黄
表
紙 

作
者
恋
川
好
町
は
狂
歌
師
鹿
津
部
真
顔
で
あ
る
。
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
た
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
狂
歌
と
絵
柄
を
引
用
し
、
そ
こ
を
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世
界
と
す
る
一
趣
向
と
し
て
好
町
は
物
語
性
を
加
味
し
た
。
引
用
符
を
使
っ
て
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
狂
歌
を
引
用
し
。
さ
ら
に

か
な
り
の
部
分
に
蔦
屋
版
の
絵
を
引
用
し
た
理
由
が
こ
こ
こ
に
あ
る
。
音
声
と
し
て
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
た
「
小
倉
百
人
一
首
」
を
本
歌

と
す
る
清
春
版
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
引
用
し
た
こ
と
を
記
号
で
示
し
つ
つ
、
出
版
物
と
し
て
流
通
し
て
い
た
『
ど
う
け
百
人
一
首
』

の
絵
の
部
分
も
取
り
込
む
と
い
う
視
覚
的
な
引
用
も
行
い
物
語
を
す
す
め
た
。 

 

全
部
が
コ
ピ
ー
で
あ
れ
ば
、
好
町
の
趣
向
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
制
作
の
理
由
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
先
行
作
品
を
コ
ピ
ー

し
な
け
れ
ば
読
者
と
同
じ
場
に
立
て
ず
、
そ
う
か
と
言
っ
て
先
行
作
品
の
コ
ピ
ー
を
並
べ
る
ば
か
り
で
は
好
町
は
創
作
し
た
こ
と
に
な
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
意
図
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
作
り
方
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
山
東
京
伝
『
ど
う
け

百
人
一
首
』
に
も
共
通
す
る
手
法
で
あ
ろ
う
。
京
伝
の
場
合
は
絵
は
蔦
屋
版
な
ど
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
下
敷
き
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
京
伝
が
『
御
存
知
商
売
物
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
こ
の
世
は
夢
に
浮
き
橋
と
心
得
、
お
子
さ
ま
方
の

御
意
に
叶
う
よ
う
に
、
趣
向
に
精
を
」
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
又
好
町
は
ほ
か
に
『
物
申
す
ど
う
れ
百
首
』
と
い
う
狂
歌
本
が
あ
る
が
、

京
伝
作
と
お
な
じ
く
一
連
の
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
人
々
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
当
時
の
狂
歌
作
者
を
登
場
さ
せ

清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
本
歌
と
す
る
狂
歌
を
並
べ
、
笑
い
を
提
供
し
て
い
る
。 

こ
の
グ
ル
ー
プ
は
黄
表
紙
に
せ
よ
狂
歌
に
せ
よ
、
「
小
倉
百
人
一
首
」
、
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
、
そ
の
絵
と
三
重
の
下
敷
き
を

重
ね
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
、
よ
り
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ど
の
よ
う
に
先
行
作
品
を
重
ね
合
わ
せ
る
か
、
加
え
て
ど
の
よ

う
な
も
の
を
付
け
加
え
る
か
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
興
味
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
新
し
い
趣
向
を
盛
り
込
む
世
界
を
提
供
し
て

い
る
こ
と
は
清
春
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
に
も
言
え
る
。
（
注
八
） 
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２-

３-

６ 

下
の
句
だ
け
「
小
倉
百
人
一
首
」
を
利
用
し
て
い
る
も
の 

 
こ
の
類
は
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
は
ば
か
る
の
か
「
戯
劇
」
と
か
「
童
戯
」
と
漢
字
で
書
い
て
「
ど
う
け
」
と
読
ま
せ
て
い
る

例
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

天
智
天
皇 
広
ぶ
た
を
前
に
お
酌
は
手
を
の
ば
し
わ
が
衣
で
は
露
に
ぬ
れ
つ
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

持
統
天
皇 

苦
し
が
り
質
屋
が
み
せ
に
あ
づ
け
お
き
衣
ほ
う
す
て
ふ
天
の
か
く
山

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

柿
本
人
麿 

親
類
の
産
に
女
房
を
て
つ
だ
は
せ
な
が
な
が
し
き
夜
を
ひ
と
り
か
も
ね
む

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

山
辺
赤
人 

焼
芋
の
み
せ
び
ら
き
す
る
そ
の
頃
は
ふ
じ
の
高
嶺
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

猿
丸
太
夫 

小
夜
ふ
け
て
ま
ひ
子
ま
ひ
子
と
よ
び
あ
る
く
声
聞
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
． 

（
歓
善
堂
春
水
「
教
歌
道
化
百
人
一
首
」
嘉
永
五
年
、
傍
点
筆
者
） 

  

「
小
倉
百
人
一
首
」
の
下
の
句
を
そ
っ
く
り
借
用
し
て
い
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
音
声
的
に
も
類
似
す
る
こ
と
も
な
く
「
小
倉
百
人

一
首
」
の
上
の
句
を
作
り
替
え
、
下
の
句
だ
け
は
そ
の
ま
ま
写
し
た
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
反
対
に
上
の
句
だ
け
借
用
し
下
の
句
の
み

作
り
替
え
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
が
音
声
的
な
引
用
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
下
の
句
の

意
味
あ
る
ま
と
ま
り
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
作
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
方
法
で
作
ら
れ
た

本
の
う
ち
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
よ
う
に
庶
民
に
定
着
し
た
作
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
た
が
っ
て
、
絵
も
そ
れ
ぞ
れ
全
く
違
っ

て
い
て
一
つ
の
作
を
利
用
し
て
次
の
作
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
形
跡
は
な
か
っ
た
。
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
一
連
の
流
れ

よ
り
時
代
が
下
が
り
、
明
治
ま
で
作
ら
れ
て
い
た
。
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
広
く
愛
好
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
文
句
や
絵
が
定
着

し
そ
の
枠
が
固
定
し
て
く
る
と
や
は
り
陳
腐
化
し
、
新
し
い
時
代
を
表
現
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
ど
ち
ら
か
半
分
を
写
し
た
タ
イ
プ
の
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本
の
中
に
は
○
と
か×

と
か
記
号
が
書
き
こ
ま
れ
、
読
者
が
そ
の
出
来
不
出
来
を
判
定
し
て
い
る
と
窺
わ
れ
る
本
が
あ
っ
た
。
百
人
一
首

を
元
に
し
た
狂
歌
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
作
ら
れ
続
け
る
の
だ
が
、
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
と
そ
の
流
れ
は
江
戸
時
代
と
共
に
終
わ

り
、
新
し
い
時
代
を
写
す
一
つ
の
鏡
と
し
て
上
の
句
を
借
用
し
下
の
句
だ
け
を
作
り
か
え
る
こ
の
形
式
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。 

 

２-

３-

７ 
お
わ
り
に 

 

は
じ
め
に
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
は
一
冊
の
作
に
冠
せ
ら
れ
た
名
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
が
ど
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
た
か
を
考
え
る
と
、
江
戸
時
代
の
創
作
の
一
断
面
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ち
ょ
う
ど
富
士
山
の
よ
う
に
高
く
て

美
し
い
山
を
背
景
に
、
日
常
的
な
建
物
が
造
ら
れ
、
更
に
当
世
風
に
そ
の
内
部
を
改
装
し
て
い
く
と
い
っ
た
よ
う
な
作
り
方
と
い
え
ば
い

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
好
町
『
道
化
百
人
一
首
』
な
ど
は
元
歌
か
ら
考
え
る
と
三
度
の
加
工
を
経
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
つ

の
作
か
ら
二
重
三
重
の
笑
い
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
同
じ
知
識
を
持
っ
た
読
者
と
作
者
が

共
通
の
場
で
笑
い
を
楽
し
む
と
い
う
仕
掛
け
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
加
工
を
経
る
度
に
、
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
知
識
を
持
っ
て

い
る
読
者
に
よ
り
多
く
の
笑
を
提
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
春
の
流
れ
は
定
着
す
る
と
共
に
次
第
に
類
型
化
し

陳
腐
に
な
っ
て
江
戸
時
代
と
共
に
消
え
て
い
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
う
。
再
々
利
用
に
も
限
度
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
名
で
出
さ
れ
た
多
数
の
出
版
物
は
江
戸
時
代
の
庶
民
に
長
く
親
し
ま
れ
た
。
作
者
と
読
者
は
こ
の
庶
民

的
な
本
を
共
通
の
知
識
と
し
て
、
更
に
次
の
作
を
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
先
行
の
作
を
引
用
す
る
こ
と
が
次

の
作
を
生
む
技
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
、「
百
人
一
首
」
と
い
う
古
典
に
親
し
み
受
容
す
る
き
わ
め
て
庶
民
的
な
方
法
で

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。 
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【
注
】 

（
注
一
）「
新
百
人
一
首
」
大
本
二
冊
常
徳
院
撰
。
明
暦
（
一
九
五
七
）
年
版
。
谷
岡
七
左
右
衛
門
板
行
。
文
明
十
五
年
沙
門
跋
に
よ
れ
ば
、

小
倉
百
首
以
外
の
歌
仙
の
歌
を
選
ん
だ
由
で
あ
る
。
文
武
天
皇
以
下
花
園
院
ま
で
に
及
ん
で
い
る
。
す
べ
て
二
一
代
集
の
歌
か

ら
と
り
、
女
流
歌
人
は
十
名
し
か
い
な
い
。
異
種
百
人
一
首
の
最
初
で
あ
る
。
（
吉
田
幸
一
『
異
種
百
人
一
首
』
別
冊
太
陽
） 

（
注
二
）
異
種
百
人
一
首
と
は
、
藤
原
定
家
家
卿
が
小
倉
の
山
荘
で
式
紙
に
書
か
れ
た
と
云
ふ
天
智
天
皇
以
下
の
百
人
一
首
で
は
な
い
も

の
を
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
茲
に
二
三
の
説
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
が
あ
る
。 

 
 

 
 

百
人
一
首
と
云
ふ
外
題
で
も
、
内
容
が
百
人
一
首
で
な
い
も
の
は
採
ら
な
い
。
朋
誠
堂
喜
三
二
『
異
種
百
人
一
首
』
恋
川
好
町

作
『
大
谷
徳
治
道
化
百
人
一
首
』
二
世
春
町
作
『
鎌
倉
百
人
一
首
』
な
ど
は
黄
表
紙
（
戯
作
小
説
）
で
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
一

五
年
十
月
大
阪
道
頓
堀
豊
竹
座
で
興
行
し
た
芝
居
の
筋
書
本
に
「
新
百
人
一
首
」
と
云
ふ
の
が
あ
る
。
是
等
は
採
ら
な
い
。（
宮

武
外
骨
（
一
九
二
四
）
『
川
柳
と
百
人
一
首
』
） 

（
注
三
）
ほ
ぼ
時
代
を
追
っ
て
幕
末
に
到
る
ま
で
多
種
の
版
本
が
現
存
す
る
。
だ
い
た
い
中
本
型
を
踏
襲
し
、
様
式
や
絵
様
・
風
俗
・
文

句
の
一
部
に
少
し
ず
つ
変
更
を
加
え
て
い
る
。
版
の
摩
滅
度
か
ら
見
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
印
行
部
数
も
多
く
、
江
戸
で
長
く
広
く

愛
好
さ
れ
た
状
が
う
か
が
わ
れ
る
。
（
木
村
八
重
子
『
古
典
文
学
事
典
』
） 

（
注
四
）
一
体
地
口
に
と
い
う
語
が
急
速
に
広
ま
っ
た
の
は
地
口
付
と
い
う
雑
俳
の
一
種
が
、
享
保
年
間
に
流
行
し
た
た
め
で
あ
る
。（
鈴

木
棠
三(

一
九
五
九)

『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
解
説 

東
京
堂
） 

（
注
五
）「
百
人
一
首
」
物
の
う
ち
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
は
殊
に
お
こ
な
わ
れ
、
種
々
の
体
裁
の
類
似
本
、
踏
襲
本
が
近
世
を
通
じ
て
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
狂
歌
の
み
な
ら
ず
絵
組
ま
で
真
似
た
も
の
、
狂
歌
絵
組
を
全
く
新
た
に
し
た
も
の
か
ら
、
こ
れ
を
下
敷
き
に

し
た
黄
表
紙
ま
で
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
清
春
の
名
は
細
々
と
で
あ
る
が
確
実
に
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
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あ
る
。
（
浅
野
秀
剛
解
題
『
ど
う
け
百
人
一
首
三
部
作
』
大
平
文
庫
一
七
） 

（
注
七
）（
清
春
は
）
絵
が
上
手
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
狂
歌
も
亦
あ
な
ど
り
難
き
腕
前
が
あ
り
、
画
家
の
余
技
と
は
思
は
れ
な
い
程

で
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
彼
一
人
の
あ
た
ま
で
類
本
三
種
も
作
り
、
重
複
合
掌
の
弊
に
も
堕
ち
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
っ
た
意
匠

を
凝
し
て
い
る
点
も
凡
庸
者
流
の
逮
び
易
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
所
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。（
菅
竹
浦
（
一
九
三
五
）
『
近
世
狂
歌

史
』
） 

（
注
八
）
拙
稿
「
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
の
引
用
」
一
九
九
八
年
「
立
教
大
学
日
本
語
研
究
」
第
五
号 

（
注
九
）
拙
稿
「
『
い
ろ
は
短
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」
一
九
八
八
年
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
六
一
号 

 

【
参
考
文
献
】 

宮
武
外
骨 

（
一
九
二
四
） 

『
狂
歌
と
川
柳
』 

半
狂
堂 

菅
竹
浦 

 

（
一
九
三
五
） 

『
近
世
狂
歌
史
』 

中
西
書
房 

鈴
木
棠
三 

 
(

一
九
五
九) 

『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
解
説 

東
京
堂 

中
村
幸
彦 

（
一
九
六
六
） 

『
戯
作
論
』 

角
川
書
店 

吉
田
幸
一 

（
一
九
七
二
） 

『
異
種
百
人
一
首
』
「
別
冊
太
陽
」
平
凡
社 

水
谷
不
倒 

（
一
九
七
三
） 

『
古
版
小
説
挿
絵
画
史
』
」
「
水
谷
不
倒
著
作
集
」
第
八
巻
中
央
公
論
社 

浅
野
秀
剛
解
題
（
一
九
八
二
） 

『
ど
う
け
百
人
一
首
三
部
作
』
大
平
文
庫
一
七 

武
藤
禎
夫
編
（
一
九
九
六
） 

『
も
じ
り
百
人
一
首
三
種
』 

大
平
文
庫
三
四 
大
平
書
屋 
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二
―
四 

黄
表
紙
に
よ
る
不
幸
の
表
現
ー
現
実
を
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

２-

４-
１ 

は
じ
め
に 

 

現
実
の
世
界
を
人
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
風
景
を
見
て
い
て
も
人
に
よ
っ
て
違
う
も
の
を
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
例

え
ば
、
一
つ
の
集
会
で
も
主
催
者
側
と
主
催
者
外
の
人
で
は
人
の
数
が
大
き
く
違
っ
た
り
す
る
。
見
て
い
る
風
景
も
、
見
て
い
る
人
の
気

持
ち
が
次
第
で
違
う
も
の
に
な
る
。
同
じ
風
景
を
写
真
に
写
し
て
も
、
各
人
各
様
に
切
り
取
ら
れ
て
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
は
同
じ
で
は

な
い
だ
ろ
う
。 

黄
表
紙
が
現
実
の
社
会
を
描
く
と
き
、
独
特
の
手
法
を
用
い
る
。
現
実
そ
の
も
の
を
直
接
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
で
は
な
い
と

言
い
つ
つ
描
く
の
で
あ
る
。
黄
表
紙
で
は
歌
舞
伎
狂
言
の
作
劇
法
を
受
け
て
、「
世
界
」
と
「
趣
向
」
を
立
て
る
こ
と
が
多
い
。
中
村
幸
彦

（
一
九
六
六
）
は
歌
舞
伎
の
「
世
界
」
と
「
趣
向
」
が
、
後
期
江
戸
文
芸
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
注

一
）
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
の
「
世
界
」
は
謡
曲
『
邯
鄲
』
、「
趣
向
」
は
洒
落
本
に
あ
る
よ
う
な
遊
び
の
風
俗
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

桃
太
郎
の
話
で
あ
れ
ば
、
昔
話
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
話
を
絵
本
に
す
る
の
が
赤
本
、
黒
本
で
あ
る
。
朋
誠
堂
喜
三
二
は
、
桃
太
郎
の

昔
話
を
世
界
と
し
、
後
日
譚
を
趣
向
と
し
て
、
『
桃
太
郎
後
日
噺
』
を
書
い
た
（
注
二
）
。
そ
こ
に
は
鬼
ヶ
島
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
鬼
が

元
服
し
角
を
切
り
、
月
代
を
剃
る
姿
が
描
か
れ
る
。
既
存
の
噺
を
そ
の
ま
ま
描
く
の
で
は
な
く
、
直
接
現
実
を
描
写
す
る
の
で
も
な
く
、

も
と
も
と
異
質
で
あ
る
両
者
を
合
体
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
笑
い
を
狙
っ
た
と
も
言
え
る
。 
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そ
う
で
は
な
い
と
装
い
つ
つ
現
実
を
描
く
黄
表
紙
の
手
法
の
一
つ
に
、
こ
れ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
世
の
中
が
来
る
か
を
予
想
し
て
書
く

と
い
う
未
来
記
が
あ
る
。
聖
徳
太
子
が
著
し
た
と
い
う
未
来
記
を
「
世
界
」
に
し
た
『
無
益
委
記
』(

注
三)

、
『
長
生
見
度
記
』(

注
四)

、

『
従
夫
以
来
記
』(

注
五)

が
そ
れ
で
あ
る
。
長
い
先
の
こ
と
を
予
想
し
て
描
く
と
は
言
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
現
状
の
逆
表
現
で
あ
り

誇
張
で
あ
る
。
現
実
の
何
を
指
す
の
か
、
同
時
代
を
生
き
る
人
に
は
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

現
実
を
そ
の
ま
ま
描
く
だ
け
で
は
黄
表
紙
は
成
立
し
な
い
。
作
者
達
は
用
心
深
く
偽
装
し
よ
う
と
し
て
い
る
。『
文
武
二
道
万
石
通
』(

注

六)

は
鎌
倉
時
代
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
し
、
『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』(

注
七)

は
醍
醐
天
皇
の
治
世
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
現
実
描
写
で
は

な
い
と
い
う
態
度
を
標
榜
し
つ
つ
、
現
実
を
描
い
て
い
る
。
政
治
を
描
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
に
、
時
事
問
題
が
人
々
の
関
心
ご

と
で
あ
っ
た
こ
と
は
現
代
と
変
わ
り
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
そ
ち
ら
の
方
に
作
も
及
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
。 

 

唐
来
参
和
『
莫
切
自
根
金
生
木
』(
注
八)

は
、
現
実
を
世
界
と
し
、
世
の
人
の
困
窮
し
た
生
活
状
況
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
描
く
と
い
う

趣
向
で
描
か
れ
て
い
る
。
現
実
の
逆
表
現
は
確
か
に
笑
い
を
誘
う
が
、
逆
に
現
実
の
厳
し
さ
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

人
々
が
置
か
れ
て
い
る
現
実
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
分
、
逆
に
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
作
の
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』(

注
九)

は
世
界
を
醍
醐
天
皇
の
御
代
と
し
て
菅
原
道
真
を
登
場
さ
せ
た
り
は
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
描
い
て
い
る
の
は
現
実
で
あ
る
。
こ
の
作
は

よ
く
売
れ
た
そ
う
だ
が
、
絶
版
を
命
じ
ら
れ
た(

注
一
〇)

。
二
作
と
も
お
め
で
た
い
趣
向
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
現
実
を
作
の
中
に
取

り
込
む
と
、
ど
う
し
て
も
悲
惨
な
現
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
二
作
は
黄
表
紙
が
現
実
を
ど
う
表
現
す
る
か
、
と
い
う
こ
と

の
一
面
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
小
稿
で
は
黄
表
紙
作
家
、
唐
来
参
和
（
一
七
八
一-

一
七
八
九
）
の
二
作
品
を
通
し
て
、
ど
の
よ
う
に
現
実
の
風
景
が
引
用
さ
れ
て

い
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
表
現
と
し
て
の
引
用
と
い
う
こ
と
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 
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２-

４-

２ 

現
実
逆
転
の
世
界 

回
文
の
題
（
き
る
な
の
ね
か
ら
か
ね
の
な
る
き
）
が
つ
い
た
唐
来
参
和
『
莫
切
自
根
金
生
木
』
は
、
金
々
先
生
の
隣
に
住
む
萬
々
先
生

と
い
う
裕
福
な
町
人
を
描
い
た
も
の
で
、
あ
ま
り
に
金
持
ち
な
の
で
三
日
で
も
貧
乏
を
す
れ
ば
楽
で
あ
ろ
う
と
貧
乏
に
な
る
こ
と
を
次
か

ら
次
へ
と
考
え
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
が
全
部
裏
目
に
出
て
ま
す
ま
す
裕
福
に
な
り
、
し
ま
い
に
は
金
の
置
き
場
所
に
困
り
、
家
の
中
に

夫
婦
の
居
場
所
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
を
三
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
作
で
は
ど
ろ
ぼ
う
が
横
行
す
る
よ
う
な
世
上
不
安
定
の
世
相
も
ひ
っ
く
り
返
し
て
描
い
て
い
る
が
、
最
後
は
お
金
が
あ
り
す
ぎ
て

居
所
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
貧
乏
を
嫌
い
裕
福
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は
現
実
か
ら
は
程
遠
い
一
般
庶
民

の
現
実
と
治
安
が
安
定
し
な
い
当
時
の
世
相
の
逆
表
現
が
続
き
、
新
春
に
発
行
す
る
絵
草
子
に
ふ
さ
わ
し
く
お
目
出
度
い
話
に
仕
上
げ
て

い
る
の
だ
が
、
す
べ
て
が
逆
表
現
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
作
は
、
森
銑
三
と
山
口
剛
が
正
反
対
の
評
価
を
し
て
い
る
（
注
一
一
）
底
が
浅
い
と
い
う
評
価
が
あ
る
一
方
、
傑
出
し
て
い
る
と

い
う
評
価
も
あ
る
。
ま
た
、
井
上
ひ
さ
し
が
多
大
な
興
味
を
寄
せ
て
い
て
（
注
一
二
）
、
創
作
の
種
に
し
て
い
る(

注
一
三)

。<

表Ⅰ
>

は
『
莫

切
自
根
金
生
木
』
は
描
か
れ
た
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
現
実
（
Ａ
）
か
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
（
Ｂ
）
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 

（
Ｂ
）
の
め
で
た
さ
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
惨
憺
た
る
現
実
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
者
も
承
知
で
、

共
に
逆
表
現
を
楽
し
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
逆
転
は
元
が
な
け
れ
ば
起
こ
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
は
差
が
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
表
現
と
し
て
成
功
す
る
。
お
金
が
あ
り
す
ぎ
て
千
両
箱
に
自
分
達
の
居
場
所
ま
で
占
拠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
夫
婦
が
辿
り
付
く
の
は
、

金
持
の
新
た
な
悲
惨
で
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
現
実
に
は
あ
る
は
ず
が
な
く
、
非
現
実
的
で
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
の
笑
い
を
狙

う
。
全
部
ひ
っ
く
り
返
し
た
こ
と
に
よ
る
お
か
し
み
は
単
調
に
流
れ
、「
底
が
浅
く
て
、
わ
さ
び
が
利
い
て
い
な
い
作
品
」
と
い
う
森
の
評

に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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表Ⅰ
 

『
莫
切
自
根
金
生
木
』 

現
実(

Ａ)

と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
（
Ｂ
） 

Ａ（現実）  相当箇所  Ｂ（『莫切自根金生木』）  

三日なりとも貧乏でなければ  1 ｳ 2 ｵ  三日なりとも貧乏せば  

大黒を飾って  1 ｳ 2 ｵ  大黒を引きずり落として  

貧乏神を遠ざける  1 ｳ 2 ｵ  貧乏神の絵姿整え  

貧乏になりたくない  1 ｳ 2 ｵ  貧乏なりたや  

旦那のお顔は福相になられた  1 ｳ 2 ｵ  旦那のお顔は貧相になられた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

お金は貸したくない  2 ｳ 3 ｵ  くる人ごとにお金を貸し出す  

保証人がいなければ貸さない  2 ｳ 3 ｵ  保証人がいたらお金を貸さない  

お金を返さない  2 ｳ 3 ｵ  お返し申すという人外の儀は致しませぬ  

福は内鬼は外  3 ｳ 4 ｵ  福は外鬼は内  

欲のなさそうな遊女  4 ｳ  欲の深そうな遊女  

借りた金を返さない  4 ｳ  金をことごとく返す  

駕篭料を辞退したりしない  5 ｵ  駕篭料を辞退する  

駕篭かきが金をまきあげる  5 ｳ  駕篭かきが客に金を押し付ける  

米を買い置きして高く売る  6 ｵ  買い置きした米を安く売る  

賭博で客のすべてを奪う  6 ｳ  賭博で客に大いにもうけさせる  

買った宝くじがすべて外れる  7 ｵ 7 ｳ  宝くじがすべて当たる  

泥棒用心  8 ｵ  泥棒大歓迎  

泥棒にすべて持っていかれる  8 ｳ  泥棒が金を置いていく  

金をかけないように旅行  9 ｵ  金がかかるようにゆっくり旅行  

魚が網にかかる  9 ｳ 10 ｵ  地引網に金がかかる  

米の値段が上がって困る  10 ｳ  コメの値段が上がって喜ぶ  

入札をして安いほうに決める  11 ｵ  入札をして高いほうに決める  

地面を掘っても何もない  11 ｳ 12 ｵ  地面を掘ると、中から金が出てくる  

金銀を拾いたい  12 ｳ 13 ｵ  金銀を捨ててさっぱりしたい  
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人
間
の
金
銭
欲
や
不
安
定
な
世
情
を
描
く
の
に
徹
底
的
に
逆
表
現
を
す
れ
ば
、
写
真
の
ネ
ガ
の
よ
う
に
現

実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
現
実
そ
の
ま
ま
で
は
い
さ
さ
か
悲
惨
す
ぎ
る
こ
と
で
も
、
逆
表
現
す
る
こ
と

で
笑
い
が
生
じ
る
。
黄
表
紙
の
読
者
は
現
実
を
笑
い
飛
ば
す
こ
と
で
、
お
め
で
た
い
趣
向
を
楽
し
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。 

 

２-
４-

３ 

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
の
逆
表
現 

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
（
て
ん
か
い
ち
め
ん
か
が
み
の
う
め
ば
ち
）
は
同
じ
く
唐
来
参
和
の
作
品
で
あ
り
、

や
は
り
現
実
を
逆
転
す
る
お
か
し
み
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
作
で
、

三
巻
三
冊
一
四
丁
で
あ
る
。 

山
東
京
伝
『
孔
子
縞
時
藍
染
』
（
寛
政
元
年
）
と
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
は
よ
く
比
較
さ
れ
る
。 

そ
の
理

由
は
空
か
ら
金
が
降
っ
て
く
る
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
趣
向
が
あ
る
こ
と
。
歌
舞
伎
の
舞
台
な
ど
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
京
伝
の
作
は
「
創
作
力
の
差
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
高
評
価
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
に
比
し
て
、
参
和
は
諧
謔
化
パ
ロ
デ
ィ
の
方
法
が
単
純
で
そ
の
底
に
あ
る
も
の
が
簡
単
に
透
け
て
見

え
て
し
ま
う
と
い
う
評
価
を
受
け
て
い
る
（
注
一
四
） 

し
か
し
、
森
銑
三
は
天
明
四
年
（
一
九
八
三
）
の
黄
表
紙
『
大
千
世
界
牆
外
』
の
項
で
、「
三
和
は
作
の
数

は
少
な
く
て
も
、
隅
に
置
か
れ
ぬ
作
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
、『
大
千
世
界
牆
外
』
な
ど
実
に
奇
想
と
い
う
べ

き
で
他
の
後
塵
を
拝
せ
ず
に
新
し
い
世
界
を
開
い
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
（
注
一
五
）
。 

火事の時屋根に上って火の玉

を防ぐ  

13 ｳ 14 ｵ  お金が飛んでくる。金玉を屋根に上って防ぐ  

火事が多く焼け出された人が

多数  

14 ｳ 15 ｵ  多くの人が貸した金を返しに来る  

家中何もない貧乏暮らし  15 ｳ  夫婦の居場所がなくなるほど家中千両箱  
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表
２
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
現
実
Ａ
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
Ｂ 

Ａ  該当箇所  Ｂ  

天明 7 年家斉将軍に。松平

定信老中  

1 ｳ 2 ｵ  聖徳いみじき君にましまし仁をもって民にほ

どこしたまふ  

浅間山噴火降灰 (天明  2 ｳ 3 ｵ  諸国へ金銀降ること三日三晩、諸人よろこぶ  

凶作飢饉  天明の大飢饉  

（天明２－８）  

３ｳ４ｵ 五穀豊かにして女に余んの布あり男に余んの

粟あり  

少しずつ未進をしても苦しゅうない。検見には

及ばぬ。もっと御取高を増して収めましょう。

来年分も前納にいたしましょう。  

打ちこわし  4 ｳ 5 ｵ  家に鼠、国に盗人はないので我が家の戸を必要

なしと打ちこわす  

 乞食が多くいた  5 ｳ  非人が豪華な服装と食事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

高輪に車を引く牛、新宿は

馬車を引くが多い  

6 ｵ  周の武王が泰平の証として放ったように四谷

と品川に牛と馬を放す  

当時足軽や下級武士が道

幅を広くとって往来して

いたという。  

6 ｳ 7 ｵ  心が自然と素直となり往還も互いに譲り合い

辞儀をし合う   

（武士）片隅へかたまって通るから、コレコレ

車引き、よくるには及ばぬ  

相撲の興行  7 ｳ 8 ｵ   

人は武士なぜ傾城に嫌わ

れる  

8 ｳ 9 ｵ  吉原の客は武芸をもっぱらにする。女郎は手裏

剣の稽古   

歌舞伎の盛況。世話物。  9 ｳ 10 ｵ  芝居も心中ごとや世話ごとをやらず儒学の問

答議論  

風水害  10 ｳ  自身番は毎日警戒する必要なし。金銀の捨て物

が多い。  
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こ
こ
で
は
京
伝
の
『
孔
子
縞
時
藍
染
』
と
の
優
劣
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、『
天
下
一
面
鏡

梅
鉢
』
が
ど
の
よ
う
に
現
実
を
引
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

表
２
は
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
に
現
実(

Ａ)

と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
（
Ｂ
）
を
並
べ
て
示
し

た
も
の
で
あ
る
。『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
は
よ
く
売
れ
た
が
、
出
版
統
制
に
触
れ
て
絶
版
処
分

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
よ
く
売
れ
危
険
視
さ
れ
れ
ば
絶
版
に
つ
な
が
る
。
一

連
の
筆
禍
事
件
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
作
は
「
そ
の
意
図
が
簡
単
に
透
け
て

見
え
し
ま
う
」
の
で
、
京
伝
の
作
に
比
べ
る
と
劣
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筆
禍
事
件

に
引
っ
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

例
え
ば
六
丁
表
七
丁
裏
の
見
開
き
に
は
「
ま
た
人
の
心
も
自
然
に
素
直
に
な
り
往
来
も
互

い
に
譲
り
合
い
辞
儀
を
し
合
っ
て
人
々
途
中
で
た
ち
つ
く
み
に
な
り
い
っ
こ
う
道
は
か
が
ゆ

か
ぬ
こ
と
な
り
け
り
」
と
あ
る
。
右
の
す
み
に
侍
四
人
の
姿
が
有
り
「
片
隅
に
か
た
ま
っ
て

通
る
か
ら
コ
レ
コ
レ
車
引
き
よ
く
る
に
は
及
ば
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
現
実
の
逆
表

現
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
画
面
中
央
に
描
か
れ
た
大
八
車
は
ど
う
だ
ろ
う
。
騒
動
で
往
来
が

途
絶
え
た
時
期
が
あ
っ
た
そ
う
だ
が
、
大
八
車
が
往
来
を
走
り
、
人
々
が
片
隅
に
よ
け
て
歩

く
光
景
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

こ
の
作
は
『
莫
切
自
根
金
生
木
』
の
よ
う
に
、
逆
表
現
で
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

最
初
の
図
は
山
が
描
か
れ
そ
こ
か
ら
小
判
が
ふ
き
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
田
ん
ぼ
に
降
り 

 江戸の大水害 (天明六年 ) 11 ｵ  雨が十日ごとに降る  

見世物小屋が多く賑わっ

た  

11 ｳ 12 ｵ  想像上の動物の麒麟が見世物に出た  

この時代の平均寿命 40 歳  12 ｳ 13 ｵ  皆長命で 150 歳ぐらいまで生きる。101 歳誕生

日に七五三  

朝鮮通信使琉球来貢使、江

戸に来る  

13 ｳ 14 ｵ  賭博で客に大いにもうけさせる  

 14 ｳ  善政が続き国栄える  

http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
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表
３ 

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
に
お
け
る
現
実
と
非
現
実
、
為
政
者
へ
の
賛
美 

ﾍﾟｰｼﾞ 為政者への賛美  現実そのまま  非現実  

1 ｳ 2 ｵ  

 

 

 

 

 

人皇六十代醍醐天皇と申し

奉るは聖徳いみじき君にま

しまし御年十三にして十善

の御位を受け継ぎ給えば、

右大臣菅原道真公御師範と

して万機の政事を補佐し、

仁をもって民にほどこし給

えばいや増しに治まる天が

下、異国までなびかぬ草木

もなく延喜の聖代とはこの

帝をさして申し奉たてまつ

るもことわりなり。   

 

帝）諸事万事天下の政務

はそのほうにまかせてお

くはよしか。  

（梅鉢の紋をつけている

臣）  

臣をもって民を撫でるの

は手をもって髭を撫でる

よりはちとむつかしいも

のさ  

 

3 ｳ 4 ｵ  天皇の御代栄えん  諸国へ□□降ること三日

三夜  

諸国へ金銀降ること三日

三夜  諸人よろこぶこと

大方ならず。  

すぐに灰を吹き分けて、

刻印まで打ってある金が

降るとははてなあ  

5 ｳ 6 ｵ  

 

仁政の君出で給いしを、天

も感応ましましけるか  

（子）かかさままんまを

くんべい   

（貧しい家に住んでいる

やせた母親）わやくをい

うとおやくにんさまにし

国々五穀豊かにして、女

に余んの布あり男に余ん

の粟ありとはこのときな

るべし。  

（役人）少しずつ未進を
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注
い
で
い
る
。
山
か
ら

金
銀
が
降
っ
て
き
て

人
々
が
金
を
か
き
集
め

て
い
る
の
は
現
実
に
起

こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い

が
、
浅
間
山
か
ら
何
か

が
降
っ
た
の
は
現
実
で

あ
る
。 

冒
頭
の
場
面
は
、
山

か
ら
何
か
が
降
っ
て
い

る
田
園
の
風
景
で
あ
る
。

降
っ
て
く
る
も
の
は
田

ん
ぼ
に
も
注
ぐ
。
人
々

が
そ
れ
を
箒
で
掃
い
て

い
る
。
ち
り
と
り
に
入

れ
て
い
る
人
も
い
る
。

桶
や
笊
に
入
れ
て
い
る

人
も
い
る
。「
諸
国
へ
金
銀
降
る
こ
と
三
日
三
晩
に
し
て
諸
人
喜
ぶ
こ
と
大
方
な
ら
ず
」
と
あ
り
、
絵
で
も
小
判
ら
し
き
も
の
が
降
っ
て
く

ばらせる  しても苦しゅうない。検

見には及ばぬ。  

もっと御取高を増して収

めましょう。来年分も前

納にいたしましょう。  

もっと御取高を増して収

めましょう。来年分も前

納にいたしましょう。  

畦の落穂にても百姓の暮

らしほどはたくさんでご

ざります。  

 

 家に鼠、国に盗人などは薬

にしたくてもなく治まりけ

れば、かかるめでたき御代

に戸をたてるでもあるめえ  

有り難い世の中だ  

 

人が戸を打ちこわす  

静かに戸をこわしましょ

うぞ  

天狗のようにはたらくや

つだ  

あの若衆めはきつい力だ  

委細かまわず戸をたたき

こわせ  

 

我が家我が家の戸を打ち

こわし  

世の中万作が続くから暮

らしに大儀なことはなか

ばしなかばし  
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よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
『
莫
切
自
根
金
生
木 

』
で
何
度
も
登
場
し
た
千
両
箱
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
金
銀
を
火
山
灰
に
置
き
換

え
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
風
景
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。 

次
の
場
面
に
お
い
て
右
半
分
で
は
家
の
前
で
役
人
が
年
貢
に
つ
い
て
「
も
っ
と
遅
れ
て
も
構
わ
ぬ
」
な
ど
と
言
い
、
農
家
の
人
三
人
が

「
も
っ
と
た
く
さ
ん
取
り
立
て
て
も
構
い
ま
せ
ん
」
な
ど
と
答
え
て
い
る
。
絵
で
は
、
二
本
の
刀
を
さ
し
た
役
人
が
棒
を
持
っ
て
立
ち
、

そ
の
前
に
農
民
と
見
ら
れ
る
男
三
人
地
面
に
座
っ
て
い
る
。
稲
の
穂
を
前
に
置
き
地
面
に
伏
せ
る
よ
う
に
頭
を
低
く
し
て
お
願
い
し
て
い

る
。
こ
の
場
面
は
農
民
の
着
物
は
立
派
で
は
あ
る
も
の
の
、
人
物
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
逆
だ
と
と
れ
る
。 

左
半
分
に
は
崩
れ
か
け
た
粗
末
な
家
が
描
か
れ
、
や
せ
た
母
親
が
機
を
織
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
そ
ば
で
は
子
ど
も
が
ひ
と
り
描
か

れ
て
い
て
「
か
か
さ
ま 

ま
ん
ま
を
く
ん
べ
い
」
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
親
は
「
わ
や
く
を
い
う
と
お
役
人
さ
ま
に
し
ば
ら
せ
る
ぞ
」

と
い
う
。
「
か
あ
さ
ん
、
ご
は
ん
ち
ょ
う
だ
い
」
「
そ
ん
な
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
い
う
と
お
役
人
様
に
縛
っ
て
も
ら
う
よ
」
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。
ま
ん
ま
を
く
れ
と
要
求
す
る
こ
と
が
役
人
に
縛
ら
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
な
の
か
。
左
半
分
で
は
逆
表
現
を
入
れ
て
お
き
な
が
ら
、

右
半
分
で
は
現
実
そ
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
。
右
半
分
で
逆
表
現
と
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
ど
も
が
健
康
そ
う
で
太
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、

ご
は
ん
を
要
求
す
る
子
供
に
対
し
て
母
親
は
そ
れ
を
「
わ
や
く
を
い
う
」
と
し
て
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
逆
表
現
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う

か
。 黒

本
に
は
息
子
の
桃
太
郎
に
団
子
を
作
っ
て
持
た
せ
る
婆
や
、
動
物
た
ち
を
投
げ
飛
ば
す
息
子
の
金
時
を
見
守
る
山
姥
、
自
分
が
絶
命

す
る
前
に
娘
に
鉢
を
か
ぶ
せ
る
母
親
な
ど
様
々
な
母
親
像
が
あ
る
。
黄
表
紙
に
も
母
子
の
姿
は
あ
る
。
竹
杖
為
軽
『
従
夫
以
来
記
上
』
に

は
次
の
よ
う
な
食
べ
物
を
め
ぐ
る
親
子
の
会
話
が
あ
る
。 

 

大
人
甘
き
物
を
喰
ら
ひ
、
小
児
辛
き
も
の
を
好
む
。 

「
そ
ん
な
に
や
か
ま
し
く
ね
だ
り
事
を
す
る
と
、
柱
へ
縛
り
付
け
て
、
饅
頭
を
く
は
せ
る
ぞ
。 

http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
http://kateibunko.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/katei/cgi-bin/gazo.cgi?no=646&top=1
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「
か
か
さ
ん
や
、
と
ん
と
ん
唐
辛
子
を
か
っ
て
く
ん
ね
え
。
お
か
ァ
さ
ん(

注
一
七) 

縫
い
物
を
し
て
い
る
母
親
、
食
べ
物
を
ね
だ
る
子
供
。
そ
れ
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
る
や
り
と
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
子
供
を
し

つ
け
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
柱
に
縛
り
付
け
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
場
合
、
大
人
と
子
供
の
好
む
も
の
だ
け
が
逆
転
し

て
い
る
と
い
う
お
か
し
さ
を
狙
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
子
供
が
唐
辛
子
を
欲
し
が
り
、
饅
頭
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
が
罰
と
な

る
こ
と
は
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
場
面
で
は
唐
辛
子
と
饅
頭
を
入
れ
替
え
れ
ば
、
家
庭
の
中
の
親
子
の
や
り
と
り
と
し
て

成
り
立
つ
。 

と
こ
ろ
が
、
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
の
母
子
の
や
り
と
り
は
逆
表
現
と
は
言
え
な
い
。
「
ま
ん
ま
を
く
れ
ろ
」
と
い
う
こ
と
は
子
供
と
し

て
は
正
当
な
要
求
の
は
ず
な
の
に
、
罰
す
べ
き
事
と
し
て
母
は
退
け
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
も
し
右
半
分
の
男
達
が
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
作
物
が
十
分
に
出
来
て
年
貢
も
十
分
に
納
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
母
親
は
も
っ
と
立
派
な
家
に
住
み
、
豪
華
な
衣
装
を
着
て

い
て
も
良
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
従
夫
以
来
記
』
で
は
町
人
の
現
実
の
生
活
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
嗜
好
だ
け
逆
転
さ
せ
て
い
る
が
、
『
天
下

一
面
鏡
梅
鉢
』
で
は
年
貢
に
関
す
る
問
答
が
逆
転
し
て
い
る
の
に
、
母
子
の
問
答
は
現
実
な
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
場
面
の
内
に
行
わ
れ
て
い
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
表
現
は
次
の
場
面
で
も
言
え
る
。
右
半
分
に
女
が
描
か
れ
て
い
て
、

「
有
り
難
い
世
の
中
だ
」「
女
の
手
際
で
は
ど
う
も
こ
わ
さ
れ
ぬ
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
、
真
ん
中
の
諸
肌
脱
ぎ
の
男
は
「
委
細
か
ま
わ
ず

戸
を
た
た
き
壊
せ
」
と
言
っ
て
い
る
。
一
方
で
自
主
的
に
我
が
家
の
戸
は
無
用
だ
か
ら
外
す
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
も
う
一
方
で
は
戸
を

暴
力
的
に
壊
し
て
い
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
し
全
部
が
逆
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
男
は
登
場
し
な
い
で
あ
ろ
う
。 

当
時
、
浅
間
山
の
噴
火
、
降
灰
、
凶
作
、
飢
饉
、
米
相
場
の
高
騰
、
打
ち
壊
し
と
い
う
一
連
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
事
実
と
し
て
の
現
実
は
悲
惨
で
あ
り
、
深
刻
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
描
く
の
に
、
裏
返
し
と
い
う
黄
表
紙
の
手
法
を
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使
っ
て
笑
い
に
転
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
前
作
の
よ
う
に
お
め
で
た
い
趣
向
で
ま
と
め
る

こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。 

棚
橋
（
一
九
八
九
）
は
『
黄
表
紙
総
覧
』
の
中
で
、
こ
の
作
が
本
来
十
五
丁
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
一
丁
削
ら
れ
て
一
四
丁
に
な
っ

た
形
跡
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
果
た
し
て
そ
の
取
り
除
か
れ
た
で
あ
ろ
う
一
丁
分
が
ど
ん
な
内
容
で
あ
っ
た
か
想
像
は
及
ば

ぬ
こ
と
な
が
ら
、
余
り
に
憚
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
急
遽
除
外
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
あ
る
。
こ
の
黄
表
紙
は
極
々
早
い
段
階
で
危
険

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
注
一
六
）
。
特
に
政
治
を
批
判
す
る
文
言
も
見
当
た
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
賞
賛
す
る
言
葉
が
連
な
る
こ
の
黄

表
紙
が
人
気
を
呼
び
、
危
険
視
さ
れ
取
り
締
ま
り
の
対
象
に
な
る
の
は
読
者
に
は
ど
ん
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
る
仕
組
み
が
あ
る
の
か
。 

こ
の
一
連
の
出
来
事
の
、
現
実
、
非
現
実
を
混
在
さ
せ
る
と
、
現
実
そ
の
ま
ま
は
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
み
え
る
。
特
に
、
三
ゥ
四
オ
の

母
子
は
非
常
に
目
立
つ
。
子
供
の
姿
は
や
せ
て
も
い
な
い
が
、
母
の
姿
は
非
常
に
貧
し
く
困
窮
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
同
じ
場
面
で

あ
る
と
こ
ろ
を
逆
表
現
に
し
て
い
て
も
、
逆
表
現
に
し
な
い
箇
所
が
あ
れ
ば
そ
こ
だ
け
逆
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
た
よ
う
な
結
果
に

な
る
。
当
時
の
飢
饉
の
惨
状
を
知
る
人
に
と
っ
て
は
こ
の
母
子
と
の
や
り
と
り
で
十
分
に
現
実
の
出
来
事
と
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

悲
惨
な
現
実
を
投
影
し
た
母
子
は
現
実
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
誰
に
で
も
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
。
そ
こ
だ
け
が
ポ
ジ
テ
イ
ブ
の
写
真
の

よ
う
に
映
し
出
さ
れ
る
と
、
回
り
は
ネ
ガ
の
よ
う
に
反
転
し
て
黒
く
見
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
逆
転
現
象
は
為
政
者
へ
の
賞
賛
へ
も

及
び
、
い
く
ら
「
あ
り
が
た
い
世
の
中
だ
」「
す
ば
ら
し
い
政
治
家
だ
」
と
い
っ
て
も
逆
表
現
と
な
っ
て
し
ま
い
、
大
げ
さ
に
言
葉
を
並
べ

れ
ば
並
べ
る
ほ
ど
空
疎
に
ひ
び
い
て
為
政
者
を
揶
揄
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。 

「
そ
の
意
図
が
簡
単
に
透
け
て
見
え
し
ま
う
」
の
で
は
な
く
て
、
意
図
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
同
時
代
に
生
き
る

者
の
苦
し
さ
や
悲
し
み
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
代
の
人
々
と
そ
の
感
覚
を
共
有
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。 
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２-

４-

４ 

お
わ
り
に 

子
供
に
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
な
い
母
親
の
悲
し
み
は
笑
い
の
対
象
に
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
食
は
人
間
と
し
て
は
極
め
て
根

源
的
な
行
為
で
あ
り
、
食
物
を
我
が
子
に
与
え
ら
れ
な
い
母
親
の
悲
し
み
は
時
代
や
国
を
も
越
え
る
。
黄
表
紙
の
作
者
に
は
近
代
と
は
違

い
、
政
府
を
批
判
す
る
と
か
改
革
を
叫
ぶ
と
か
考
え
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
不
幸
な
事
態
を
逆
表
現
で
笑
い
に
替
え
て
い
く

こ
と
が
得
意
だ
っ
た
参
和
も
、
子
供
に
食
べ
物
を
与
え
ら
れ
な
い
母
の
悲
し
み
を
笑
い
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
ま
ま
描
く

し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
こ
の
作
品
は
黄
表
紙
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。 

 

引
用
の
表
現
と
は
現
実
の
社
会
を
引
用
し
て
逆
表
現
を
し
た
り
、
引
用
元
の
古
典
や
慣
用
句
な
ど
を
利
用
し
た
り
し
て
、
Ａ
と
Ｂ
と
の

重
な
り
や
落
差
を
楽
し
む
表
現
技
法
で
あ
る
が
、
こ
の
作
の
よ
う
に
、
不
幸
な
現
実
そ
の
ま
ま
と
、
不
幸
の
逆
表
現
と
を
混
ぜ
て
描
く
こ

と
に
よ
っ
て
現
実
の
悲
惨
さ
や
生
き
る
悲
し
み
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
当
時
の
人
々
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

笑
い
の
衣
を
ま
と
っ
た
黄
表
紙
作
者
が
、
ど
う
し
て
も
笑
え
な
か
っ
た
現
実
が
こ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

 

【
注
】 

（
注
一
）
中
村
幸
彦
『
戯
作
論
』
ｐ
一
七
三
～
一
七
四 

（
注
二
）『
桃
太
郎
後
日
噺
』 

朋
誠
堂
喜
三
二
作
恋
川
春
町
画
（
安
永
六
年
）『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
ｐ
三
一 

日
本
古
典
文
学
全
集
七
九 

（
注
三
）
『
無
益
委
記
』
恋
川
春
町
画
作
（
安
永
八
年
） 

小
池
正
胤
・
宇
田
敏
彦
・
中
山
右
尚
・
棚
橋
正
博
「
江
戸
の
戯
作
絵
本
」(

一)

初
期
黄
表
紙
集
Ｐ
一
一
四
～
一
四
八 

（
注
四
）
『
長
生
見
度
記
』
朋
誠
堂
喜
三
二(

天
明
三
年)

「
黄
表
紙
廿
五
種
」
江
戸
文
藝
ｐ
四
五~

ｐ
七
六 

（
注
五
）
『
従
夫
以
来
記
』
竹
杖
為
軽
作
（
天
明
四
年
）
日
本
古
典
文
学
全
集
七
九
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
Ｐ
六
五
～
Ｐ
八
三 
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（
注
六
）『
文
武
二
道
万
石
通
』
朋
誠
堂
喜
三
二
作(

天
明
八
年) 

日
本
古
典
文
学
全
集
七
九
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
Ｐ
一
三
二~

ｐ
一
五
〇 

（
注
七
）
『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』
恋
川
春
町
作(

寛
政
元
年)

日
本
古
典
文
学
全
集
七
九
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
Ｐ
一
五
一~

Ｐ
一
七
二 

（
注
八
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

in
fo

:n
d

ljp
/p

id
/9

8
9

2
5

9
7

 

小
池
正
胤
・
宇
田
敏
彦
・
中
山
右
尚
・
棚
橋
正
博
「
江
戸
の
戯
作
絵
本
」
続
巻
二 

ｐ
五
～
Ｐ
四
五 

（
注
九
）
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

in
fo

:n
d

ljp
/p

id
/9

8
9

2
6

3
7

 

（
注
一
〇
）
棚
橋
正
博
（1

9
8

9

）
『
黄
表
紙
総
覧
』
青
裳
堂
書
店
Ｐ
四
七
～
Ｐ
五
一 

（
注
一
一
）
森
銑
三 

回
文
の
書
名
を
附
け
た
と
い
ふ
の
は
珍
し
い
に
せ
よ
、
そ
の
内
容
は
三
和
の
作
品
中
特
に
よ
い
な
ど
と
は
は
い
は

れ
な
い
。
金
が
有
り
余
っ
て
ゐ
る
の
を
苦
に
病
ん
で
何
と
か
し
て
減
ら
さ
う
と
し
て
、
な
ん
や
か
や
と
試
み
な
が
ら
、
何
も
か

に
も
思
ふ
や
ふ
に
行
か
な
い
滑
稽
を
書
い
て
居
り
、
面
白
く
な
い
で
は
な
い
が
、
底
が
浅
く
て
、
山
葵
が
利
い
て
い
な
い
作
品

と
い
ふ
氣
が
す
る
。
『
續
黄
表
紙
解
題
』
ｐ
三
一
九 

山
口
剛
：
類
作
が
多
い
中
に
も
、
さ
す
が
に
本
書
は
傑
出
し
て
い
る
。
『
黄
表
紙
廿
五
種
』
解
題
Ｐ
三
三 

（
注
一
二
）（
こ
の
作
品
の
筋
を
紹
介
し
た
の
ち
）
通
常
人
の
常
識
や
心
理
を
一
八
〇
度
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、
し
か
も
そ
の
思
い
つ
き
に

酔
わ
ず
に
、
淡
々
と
冷
静
に
書
い
て
い
る
。
素
朴
で
す
が
、
し
っ
か
り
し
た
製
作
態
度
で
、
そ
こ
に
私
は
好
感
が
持
て
ま
す
。

そ
れ
に
こ
の
作
品
は
、
す
べ
て
の
も
の
ご
と
、
表
裏
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
な
さ
い
、
と
い
う
知
恵
を
授
け
て
く
れ
ま
し
た
。

ひ
っ
く
り
か
え
し
て
み
れ
ば
、
乞
食
は
王
様
、
王
侯
は
浮
浪
者
、
美
人
は
醜
女
、
二
枚
目
は
三
枚
目
、
秀
才
は
凡
才
、
鈍
才
は

天
才
。
銀
行
は
盗
人
、
泥
棒
は
生
保
会
社
と
、
世
界
の
蝶
番
は
外
れ
て
、
自
分
が
自
由
に
な
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
い
つ

の
間
に
か
吃
音
症
が
治
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
井
上
ひ
さ
し
「
私
に
と
っ
て
の
戯
作
」
『
パ
ロ
デ
ィ
志
願
』
中
公
文
庫 

（
注
一
三
）
井
上
ひ
さ
し
「
戯
作
者
銘
々
伝
・
唐
来
参
和
」
『
京
伝
店
の
烟
草
入
れ
』
Ｐ
一
七
〇
～
一
九
一 
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（
注
一
四
）
小
池
正
胤 

宇
田
敏
彦 

中
山
右
尚 

棚
橋
正
博
（
一
九
八
二
）
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』
三 

「
変
革
期
黄
表
紙
集
」
ｐ
二
一

〇 

社
会
思
想
社 

そ
の
極
端
な
の
が
本
図
の
第
四
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
日
本
史
の
方
で
も
良
く
引
用
さ
れ
る
。
と
言
う

こ
と
は
ま
さ
に
打
ち
こ
わ
し
そ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
戸
ざ
さ
ぬ
御
代
」
な
の
で
「
戸
を
は
ず
す
」
と
い
う
泰

平
を
賛
美
す
る
滑
稽
は
全
く
効
い
て
い
な
い
。
し
か
も
、
若
衆
の
働
き
、
と
い
っ
た
こ
の
よ
う
な
騒
動
に
つ
き
も
の
の
解
説
ま

で
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
作
が
当
た
り
作
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
京
伝
が
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
の
と

は
や
や
異
質
で
か
な
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
世
相
を
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
注
一
五
）
『
黄
表
紙
解
題
』
ｐ
三
七
四 

（
注
一
六
）
日
本
古
典
文
学
全
集
七
九
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
Ｐ
七
一 

（
注
一
七
）
『
黄
表
紙
総
覧
』
ｐ
四
九 

本
書
は
本
来
三
巻
十
五
丁
か
ら
成
る
作
で
あ
っ
た
こ
と
は
後
掲
す
る
序
文
中
の
「
唐
土
の
十
五
丁
の
双
紙
と
な
し
」
か
ら
も

窺
い
知
ら
れ
る
。
第
十
一
目
の
丁
付
が
埋
木
の
ま
ま
彫
り
残
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
と
云
え
よ

う
。 

 

【
参
考
文
献
】 

日
本
名
著
全
集
刊
行
会
（
一
九
二
六
）
『
黄
表
紙
廿
五
種
』 

中
村
幸
彦(

一
九
六
六)

『
戯
作
論
』
角
川
書
店 

森
銑
三
（
一
九
六
七
）
『
黄
表
紙
解
題
』
中
央
公
論
社 

森
銑
三
（
一
九
七
四
）
『
續
黄
表
紙
解
題
』
中
央
公
論
社 
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小
池
正
胤
・
宇
田
敏
彦
・
中
山
右
尚
・
棚
橋
正
博(

一
九
八
〇
～
八
五)

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』 

全
四
巻 

続
全
二
巻 

社
会
思
想
社 

 
現
代
教
養
文
庫 

棚
橋
正
博
（
一
九
八
九
）
『
黄
表
紙
総
覧
』
青
裳
堂
書
店 

棚
橋
正
博 
鈴
木
勝
忠 

宇
田
敏
彦
（
一
九
九
九
）
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
日
本
古
典
文
学
全
集
七
九 

小
学
館 

木
村
八
重
子
（
二
〇
〇
九
）
『
草
双
紙
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社 
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第
三
章 

日
本
語
教
育
と
引
用
表
現 

 

三
―
一 
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」 

  

３-

１-

１ 
は
じ
め
に 

 

外
国
人
に
対
す
る
日
本
語
教
育
の
場
合
、
「
そ
う
だ
」
は
様
態
と
伝
聞
を
表
す
表
現
と
し
て
、
初
級
に
提
出
さ
れ
る
。
「
こ
の
ケ
ー
キ
は

お
い
し
そ
う
で
す
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
様
態
を
表
す
「
そ
う
だ
」
と
、「
あ
の
店
の
ケ
ー
キ
は
お
い
し
い
そ
う
で
す
」
な
ど
の
伝
聞
を
表
す

「
そ
う
だ
」
は
、
接
続
で
両
者
の
意
味
を
区
別
す
る
た
め
、
学
習
者
の
誤
用
を
招
き
や
す
い
。
そ
の
た
め
日
本
語
教
師
と
し
て
の
課
題
を

抱
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
初
級
の
学
習
項
目
の
中
に
「
伝
聞
」
の
意
味
を
表
す
「
そ
う
だ
」
と
様
態
の
「
そ
う
だ
」
を
、
並
べ
て
或

い
は
近
く
に
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
疑
問
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の
よ
う
な
用
例
を
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
た
め
で
あ
る
。 

 
 

（
一
）
私
の
母
は
（
ス
タ
ー
リ
ン
が
死
ん
だ
時
）
職
場
で
他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
泣
い
た
と
い
い
ま
す
。
『
な
ん
で
』
と
聞
く
私
に
母

は
言
い
ま
し
た
。『
だ
っ
て
、
み
ん
な
が
私
を
見
て
る
と
思
っ
た
か
ら
』
と
。
／
死
去
５
０
周
年
を
５
日
に
迎
え
る
ス
タ
ー
リ
ン

の
「
恐
怖
政
治
」
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
作
家
ト
リ
フ
ァ
ノ
バ
さ
ん
。
（
『
朝
日
新
聞
』
２
０
０
３
．
３
．
５
） 

 
 

こ
の
「
と
言
い
ま
す
」
は
伝
聞
の
「
そ
う
で
す
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
「
と
言
い
ま
す
」
を
使
っ
て
母
親
か
ら
聞
い
た
内

容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
私
の
母
は
職
場
で
他
の
人
と
同
じ
よ
う
に
泣
い
た
そ
う
で
す
」
と
し
て
も
内
容
が
変
わ
ら
な
い
。

次
の
文
で
実
際
に
発
話
し
た
内
容
を
表
す
「
と
言
い
ま
す
」
が
過
去
を
表
す
「
た
」
を
伴
っ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
二
行
の
短
い
文
の
中

に
伝
聞
と
発
話
内
容
を
引
用
す
る
「
と
言
い
ま
す
」
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。 
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伝
え
聞
い
た
内
容
を
表
す
時
「
そ
う
だ
」
だ
け
で
は
な
く
、「
と
い
う
こ
と
だ
」「
と
い
う
」
な
ど
、「
い
う
」
を
使
っ
た
表
現
も
用
い
ら

れ
る
。
そ
の
中
で
、
最
近
特
に
「
と
い
い
ま
す
」
は
テ
レ
ビ
で
も
よ
く
耳
に
す
る
。 

（
二
）
（
交
通
事
故
で
死
亡
し
た
）
富
田
さ
ん
は
（
統
一
地
方
選
挙
で
）
投
票
所
へ
行
く
途
中
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
二
〇

〇
三
年
四
月
二
六
日
） 

 
 

ニ
ュ
ー
ス
の
前
に
な
さ
れ
る
天
気
予
報
で
は
「
晴
天
が
続
き
そ
う
で
す
」「
暑
く
な
り
そ
う
で
す
」
と
い
わ
ゆ
る
様
態
の
「
そ
う
だ
」
が

使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
、
天
気
予
報
、
ニ
ユ
ー
ス
と
一
連
の
流
れ
の
中
で
様
態
の
「
そ
う
だ
」
は
使
用
か
何
回
か
確
認
で
き
た
の
に
対

し
て
、
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
は
一
件
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
ニ
ュ
ー
ス
や
報
道
番
組
な
ど
で
も
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
の
使
用

例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

 
 

「
毎
日
新
聞
」
の
過
去
二
年
間
の
「
そ
う
だ
」
の
用
例
中
百
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
見
ら
れ
る
。
接
続
か
ら
様
態

の
「
そ
う
だ
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
九
六
例
に
及
び
、
そ
れ
以
外
は
四
例
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
や
強
調
な
ど
を
表
す
「
そ

う
で
す
」
の
常
体
で
あ
る
「
そ
う
だ
」
、
「
か
わ
い
そ
う
だ
」
の
一
部
、
「
操
舵
」
、
そ
し
て
次
の
よ
う
な
「
伝
聞
」
を
表
す
例
が
そ
れ
ぞ
れ

１
例
ず
つ
で
、
計
四
例
で
あ
る
。 

（
三
）
「
バ
グ
ダ
ッ
ド
の
様
子
は
分
か
ら
な
い
。
友
人
の
話
だ
と
、
イ
ラ
ク
に
入
れ
ば
軍
の
護
衛
が
付
く
そ
う
だ
」
と
話
す
と
、
初
め

て
不
安
気
な
表
情
を
見
せ
た
。
［
毎
日
新
聞
二
〇
〇
三
年
三
月
二
三
日
］ 

 
 

新
聞
に
は
「
論
議
を
呼
び
そ
う
だ
」
と
か
「
解
決
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
」
な
ど
、
新
聞
記
事
特
有
の
常
套
表
現
が
あ
る
た
め
一

般
化
は
出
来
な
い
が
、
様
態
を
表
す
「
そ
う
だ
」
の
使
用
例
が
多
い
実
態
は
う
か
が
え
る
。
同
様
に
毎
日
新
聞
の
記
事
を
「
そ
う
で
す
」

で
検
索
し
て
み
る
と
１
５
例
あ
り
、
様
態
４
例
、
同
意
強
調
な
ど
を
表
す
「
そ
う
で
す
」
が
一
一
例
で
あ
っ
た
が
、
伝
聞
の
「
そ
う
で
す
」

は
１
例
も
拾
え
な
か
っ
た
。「
ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
」
で
検
索
し
て
み
る
と
、「
そ
う
だ
」
の
一
〇
〇
例
中
、
様
態
は
二
七
例
、
伝
聞
は
九
例
で
、
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や
は
り
、
様
態
が
多
い
結
果
と
な
っ
た
。 

 
初
級
の
学
習
項
目
で
は
「
そ
う
だ
」
は
様
態
と
伝
聞
の
表
現
を
表
す
文
法
項
目
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
（
注

一
）
、
そ
れ
は
使
用
の
実
態
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
疑
問
に
思
う
。
接
続
が
違
う
二
つ
の
「
そ
う
だ
」
は
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
面
で
も

混
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
学
習
者
に
と
っ
て
も
区
別
し
て
使
い
こ
な
す
の
は
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
教
え
る
側
に
と
っ

て
も
扱
い
に
く
い
項
目
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
様
態
の
「
そ
う
だ
」
だ
け
で
あ
れ
ば
、
そ
の
負
担
は
か
な
り
軽
減
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。 

 

伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
が
様
態
に
比
べ
て
使
用
例
が
少
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
伝
聞
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
は
ず

は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
伝
聞
の
機
能
を
持
つ
他
の
表
現
で
あ
る
「
と
い
う
」「
と
の
こ
と
だ
」「
ら
し
い
」「
っ
て
」
な
ど
も
考
え
て
い
か

な
け
れ
ば
、
こ
の
疑
問
は
解
決
し
な
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。 

 

３-

１-

２ 

「
そ
う
だ
」
の
導
入 

次
の
会
話
は
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
の
導
入
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
形
劇
で
あ
る
。 

 
 
 

Ａ
案 

（
山
田
と
田
中
は
離
し
て
置
く
。
最
初
は
木
村
が
山
田
と
一
緒
に
い
る
。
）
筆
者
注
：
山
田
と
田
中
と
木
村
は
人
形
を
使
っ
て
演
じ
る 

山
田
：
［
木
村
に
向
か
っ
て
］
平
仮
名
は
や
さ
し
い
で
す
。 

木
村
：
［
う
な
ず
く
。
田
中
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
］
平
仮
名
は
や
さ
し
い
そ
う
で
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

［
木
村
は
山
田
の
と
こ
ろ
へ
戻
る
］ 

 

山
田
：
［
木
村
に
向
か
っ
て
］
漢
字
は
難
し
い
で
す
。 
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木
村
：
［
う
な
ず
く
。
田
中
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
］
漢
字
は
難
し
い
そ
う
で
す
。 

 

 
 

 
 

 

荻
野
誠
人
（
二
〇
〇
二
）
『
人
形
劇
に
よ
る
日
本
語
教
授
法
』
『
月
刊
日
本
語
７
月
号
』
（
ア
ル
ク
） 

 

こ
の
Ａ
案
紹
介
の
後
に
「
木
村
人
形
が
山
田
人
形
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
さ
ま
が
は
っ
き
り
分
か
っ
て
、
私
の
Ｂ
案
よ
り
も
優
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
次
に
Ｂ
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

Ｂ
案 

 
 

（
木
村
の
み
机
の
端
に
い
る
。
田
中
は
隠
し
て
お
く
） 

木
村
：
［
教
師
に
近
づ
く
］
明
日
の
天
気
は
ど
う
で
す
か
。 

 

教
師
：
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
［
新
聞
を
読
む
］ 

 
 

 
 

 
 

新
聞
に
よ
る
と
、
明
日
は
雨
だ
そ
う
で
す
。 

木
村
：
ど
う
も
。
明
日
は
寒
い
で
す
か
。 

 

教
師
：
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
［
新
聞
を
読
む
］ 

 
 

 
 

 
 

新
聞
に
よ
る
と
、
明
日
は
寒
い
そ
う
で
す
。 

 

木
村
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
［
木
村
、
引
っ
込
み
、
田
中
、
登
場
］ 

 

田
中
：
○
○
さ
ん
は
い
つ
来
ま
す
か
。 

 

教
師
：
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
。
［
手
紙
を
開
い
て
］ 

 
 

 
 

 
 

手
紙
に
よ
る
と
、
来
週
来
る
そ
う
で
す
。 

 

田
中
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

「
そ
う
だ
」
は
伝
え
聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
設
定
で
「
そ
う
だ
」
を
使
っ
て
導
入
す
る
こ



211 

と
に
不
自
然
さ
を
感
じ
る
。
つ
ま
り
Ａ
、
Ｂ
案
と
も
に
「
そ
う
だ
」
を
使
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
が
見
当
た
ら
な
い
。
Ａ
案
で
は
「
平

仮
名
は
や
さ
し
い
と
言
っ
て
い
ま
す
」
と
言
わ
ず
に
、
な
ぜ
「
平
仮
名
は
や
さ
し
い
そ
う
で
す
」
と
い
う
の
か
。
更
に
「
や
さ
し
い
」
と

感
じ
て
い
る
山
田
さ
ん
の
名
前
を
出
そ
う
と
す
る
学
習
者
が
い
た
と
す
る
と
、
ど
う
対
応
す
る
の
か
。 

（
四
）
山
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
平
仮
名
は
や
さ
し
い
そ
う
で
す
。 

（
五
）
山
田
さ
ん
に
は
平
仮
名
は
や
さ
し
い
そ
う
で
す
。 

（
六
）
？
山
田
さ
ん
は
平
仮
名
は
や
さ
し
い
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
（
四
）（
五
）
は
そ
れ
ぞ
れ
言
え
る
よ
う
に
思
え
る
が
微
妙
に
意
味
に
差
が
あ
り
、
導
入
の
時
に
混
乱
を
招
き
や
す
い
。
ま
た
そ
の

情
報
を
運
ん
で
き
た
木
村
さ
ん
の
名
前
を
出
そ
う
と
す
る
と
「
木
村
さ
ん
に
よ
れ
ば
」
と
は
じ
め
る
し
か
な
く
、
更
に
混
乱
し
て
し
ま
う
。 

寺
村
（
一
九
八
四
）
は
「
（
伝
聞
の
ソ
ウ
ダ
は
）
誰
か
特
定
の
人
が
あ
る
特
定
の
時
に
、
特
定
の
場
所
で
実
際
に
口
に
出
し
て
言
っ
た
、

そ
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
す
る
表
現
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
だ
か
ら
言
っ
た
主
体
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
ソ
ウ

ダ
は
使
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
単
純
な
場
面
を
想
定
し
て
、
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
陥
り
が
ち
な
落

と
し
穴
が
こ
こ
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

Ｂ
案
で
も
こ
の
よ
う
な
場
面
で
あ
れ
ば
「
あ
し
た
は
雨
ら
し
い
よ
」
と
い
う
の
が
普
通
だ
ろ
う
。
対
話
し
て
い
る
相
手
の
目
前
で
新
聞

を
広
げ
て
、
果
た
し
て
「
新
聞
に
よ
る
と
明
日
は
雨
が
降
る
そ
う
で
す
」
と
言
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
筆
者
は
持
っ
て
し
ま
う
。 

 
 

場
面
を
作
っ
て
初
級
の
文
法
事
項
を
導
入
す
る
場
合
に
、
多
少
不
自
然
に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、「
伝
え

聞
い
た
こ
と
を
述
べ
る
」
こ
と
を
単
純
に
考
え
て
導
入
し
た
り
ド
リ
ル
し
た
り
す
る
と
、
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
を
導
入
す
る
意
味
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
様
態
「
そ
う
だ
」
が
視
覚
情
報
か
ら
の
表
現
で
あ
り
、「
そ
う
だ
」
へ
の
接
続
が
正
し
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
も
意
味
が
通

じ
る
こ
と
か
ら
か
、
導
入
や
ド
リ
ル
が
し
や
す
い
。
そ
れ
に
比
し
て
、
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
は
考
え
る
べ
き
こ
と
が
多
い
。 
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３-

１-

３ 

伝
聞
「
そ
う
だ
」
は
他
の
表
現
で
置
き
か
え
可
能
か 

 
 

で
は
、
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
は
他
の
伝
聞
の
表
現
「
と
い
う
」
と
い
う
こ
と
だ
」
「
っ
て
」
「
ら
し
い
」
な
ど
で
代
替
で
き
る
の
か
。
で

き
な
い
点
は
ど
こ
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
聞
い
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
の
姿
で
相
手
に
差
し
出
し
て
い
る
と
い
う
心
の
姿
勢

が
あ
る
と
き
「
そ
う
で
す
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。 

（
七
）「
岡
上
さ
ん
の
生
活
が
荒
れ
に
荒
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
原
因
で
す
。
競
輪
、
競
艇
に
酒
と
い
っ
た
具
合
で
全
く
家
庭
経
済
を
顧

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
焼
酎
の
お
湯
割
り
を
口
に
運
び
な
か
ら
、
淡
々 

と
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
覚
醒
剤
に
手
を
出
し
て
、
懲

役
一
年
の
刑
を
務
め
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

こ
の
間
、
奥
さ
ん
は
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
に
管
理
売
春
に
入
っ
た
よ
う
で
す

よ
。
金
沢
の
ホ
テ
ル
の
客
を
相
手
に
し
た
売
春
で
、
検
挙
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
初
犯
だ
と
い
う
の
で
、
奥
さ
ん
の
方
は

四
十
八
時
間
の
留
置
取
調
べ
で
釈
放
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
」 

「
ま
、
初
犯
な
ら
そ
う
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
な
。
し
か
し
、
な
ん
だ
な
、
岡
上
も
初
対
面
の
あ
ん
た
に
よ
く
そ
こ
ま
で
喋
っ
た
も
だ
」 

「
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」 

「
嬉
し
か
っ
た
…
…
。
自
殺
志
願
者
の
あ
ん
た
を
救
っ
た
こ
と
が
か
ね
」 

「
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
十
二
年
ぶ
り
に
家
出
し
た
奥
さ
ん
が
ひ
ょ
っ
こ
り
戻
っ
て
来
た
ん
で
す
か
ら
…
…
」 

「
ほ
う
、
妻
君
が
帰
っ
て
来
た
の
か
ね
。
離
婚
し
て
お
ら
ん
か
っ
た
の
か
」 

「
い
え
、
離
婚
し
て
い
た
そ
う
で
す
が
…
…
」
（
「
匂
夜
姫
」 

藤
本
義
一
） 

（
八
）
八
穂
先
生
の
子
供
は
よ
う
や
く
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
空
襲
で
人
々
が
逃
げ
ま
ど
う 

な
か
を
人
の
流
れ
と
は
逆

に
何
か
を
追
い
か
け
て
い
っ
て
迷
子
に
な
り
、
夫
妻
が
よ
う
や
く
探
し
出
し
た
と
き
は
溝
の
中
で
死
ん
で
い
た
の
だ
そ
う
だ
。
（
「
夜

舟
」 

高
樹
の
ぶ
子
） 
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こ
の
や
り
と
り
で
は
、「
そ
う
で
す
」
が
自
分
は
そ
の
情
報
に
対
し
て
何
ら
変
更
を
加
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に
効
果
を
上

げ
て
い
る
。
口
に
出
す
こ
と
が
憚
ら
れ
る
よ
う
な
話
題
で
も
、
相
手
が
口
に
し
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
聞
き
手
に
話
す
と
い
う
ム
ー
ド
に
す

れ
ば
話
し
や
す
く
な
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
作
り
話
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

 

寺
村
（
一
九
八
四
）
は
、「
と
言
う
・
言
っ
た
・
言
っ
て
い
る
」
は
人
が
あ
る
と
き
あ
る
こ
と
を
言
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
事
実
と
し
て

客
観
的
に
報
告
す
る
表
現
で
あ
り
、「
・
・
・
そ
う
だ
」
は
「
・
・
・
」
の
よ
う
な
内
容
を
、
し
た
が
っ
て
確
言
的
に
言
い
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
他
か
ら
自
分
が
聞
い
た
情
報
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
、
多
分
相
手
（
そ
の
発
話
の
聞
き
手
）
は
興
味
を
も
っ
て
聞
く
だ
ろ
う

と
期
待
し
て
言
う
表
現
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
相
手
が
興
味
を
も
っ
て
聞
く
と
い
う
こ
と
は
相
手
に
と
っ
て
そ
の
情
報
が
何
ら
か
の

意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
文
（
三
）
も
「
そ
う
」
を
使
っ
て
友
人
の
話
を
情
報
と
し
て
そ
の
ま
ま
伝
え
る
と
い
う
か

た
ち
で
話
し
て
い
る
。 

（
九
）
そ
の
地
蔵
さ
ん
の
名
の
由
来
は
、
そ
の
昔
に
、
こ
の
地
蔵
の
前
で
人
を
斬
っ
た
悪
人
が
お
っ
て
、 

斬
っ
た
の
を
見
て
い
地
蔵

に
、
誰
に
も
い
う
な
と
い
っ
た
と
こ
ろ
、
地
蔵
さ
ん
は
、
わ
し
ゃ
い
わ
ぬ
、 

お
前
も
い
う
な
と
い
っ
た
そ
う
な
（
「
黒
い
池
」
出

久
根
達
郎
） 

 

こ
の
よ
う
な
「
そ
う
な
」
は
「
そ
う
だ
」
の
古
い
形
と
あ
る
が
、
昔
話
の
語
り
出
し
な
ど
に
使
わ
れ
、
な
じ
み
が
深
い
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
「
そ
う
・
そ
う
だ
」
の
持
つ
自
分
が
得
た
情
報
に
変
更
を
加
え
ず
に
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
実
的
に
は
あ
り
得
な
い

話
も
あ
っ
た
の
で
す
よ
と
、
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
は
作
り
話
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
言
う
と

き
に
「
そ
う
な
・
そ
う
だ
」
を
使
う
の
は
興
味
深
い
。 

 
 

特
定
の
人
が
言
っ
た
こ
と
で
は
な
く
多
く
の
人
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
、「
言
う
」
の
動
作
主
が
示
さ
れ
な
い
場
合
は
「
と
言
う
」
で
言

い
、
「
そ
う
だ
」
で
は
言
わ
な
い
。 
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（
一
〇
）
も
の
い
わ
ぬ
は
腹
ふ
く
る
る
わ
ざ
と
い
う
し
ね
。
（
「
鶴
の
三
変
」
泡
坂
妻
夫
） 

（
一
一
）
岩
崎
は
思
い
つ
い
て
、
竿
見
せ
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
竿
見
せ
と
い
う
の
は
、
釣
師
が
や
る
古
い
習
慣
で
あ
っ
た
。
釣
竿

は
し
ば
ら
く
使
わ
な
い
と
釣
場
が
恋
し
く
て
夜
泣
き
を
す
る
と
い
う
。
（
「
釣
果
」
も
り
た 

な
る
お
） 

（
一
二
）
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
、
バ
イ
ロ
ン
が
こ
の
城
に
感
動
し
て
叙
事
詩
「
シ
ヨ
ン
の
囚
人
」
を
書
い
て
か
ら
、
世
界
的
に
有
名
に

な
っ
た
と
い
う
。(

「
鶴
の
三
変
」
泡
坂
妻
夫) 

 
 

こ
の
「
と
い
う
」
に
は
「
世
間
で
広
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
・
・
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
（
一
三
）
の
例
の
よ

う
に
「
そ
う
だ
」
を
使
う
と
、
箱
崎
と
い
う
人
物
は
こ
う
言
っ
て
い
る
、
そ
の
意
見
は
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
別
に
し
て,

そ
の
意
見

を
聞
い
た
人
間
と
し
て
そ
の
ま
ま
伝
え
る
、
と
い
う
話
者
の
心
的
態
度
を
表
す
こ
と
に
な
る
。 

（
一
三
）
女
性
は
と
き
と
し
て
劇
的
に
美
し
く
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
箱
崎
は
言
う
。 

 
 

 
 

一
般
的
に
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
は
、
恋
で
あ
っ
た
り
、
結
婚
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
大
勢
の
人
前 

に
立
つ
職
業
に
つ
い

た
と
き
、
そ
れ
が
顕
著
に
現
わ
れ
る
も
の
だ
そ
う
だ
。
（
「
鶴
の
三
変
」
泡
坂
妻
夫
） 

 
 

こ
れ
は
一
般
的
な
意
見
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
「
箱
崎
」
の
個
人
的
な
見
解
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
～
と
言
う
」

は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
だ
が
、
個
別
的
に
言
っ
て
い
る
こ
と
と
の
境
界
は
は
っ
き
り
し

な
い
。
（
一
）
の
例
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。 

 
 

三
宅
知
宏
（
一
九
九
五
）
は
「
ト
イ
ウ
」
は
「
ソ
ウ
ダ
」
に
比
べ
て
、
文
章
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
の
で
、
話
し
言
葉
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。「
と
い
う
」
が
話
し
言
葉
で
は
用
い
ら
れ
ず
、
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
ま
れ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
残
る
。
例
（
一
）
の
よ
う
な
「
～
と
言
い
ま
す
」
は
話
し
言
葉
で
は
な
い
の
か
、

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
レ
ポ
ー
タ
ー
が
話
す
と
き
に
使
わ
れ
る
例
（
二
）
の
よ
う
な
例
も
最
近
よ
く
耳
に
す
る
。 
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こ
の
伝
聞
を
表
す
「
～
と
い
い
ま
す
」
は
「
そ
う
」
の
よ
う
に
他
の
意
味
と
接
続
形
で
区
別
す
る
必
要
も
な
く
、
言
っ
た
の
が
不
特
定

の
人
で
も
、
特
定
の
人
で
も
使
え
る
。
例
（
１
）
で
は
言
っ
た
人
は
母
で
あ
る
が
、
例
（
二
）
で
は
言
っ
た
人
は
誰
か
わ
か
ら
な
い
。
ま

た
、「
と
い
い
ま
す
」
の
形
だ
け
な
の
で
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
の
誤
用
も
な
い
と
い
う
点
で
便
利
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、（
七
） 

（
八
）
（
九
）
の
よ
う
に
心
的
表
現
が
加
味
さ
れ
た
場
合
は
使
え
な
い
。 

 
 

第
二
と
し
て
次
の
よ
う
な
例
も
「
そ
う
」
し
か
使
え
な
い
。 

（
一
四
）
「
ご
結
婚
だ
そ
う
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
（
「
日
本
文
法
大
辞
典
」
用
例
） 

 
 

相
手
が
結
婚
す
る
と
言
う
こ
と
を
他
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い
て
、
そ
の
当
人
に
会
っ
た
場
合
、
話
者
は
例
（
一
四
）
の
よ
う
に
言
い
、

次
の
よ
う
に
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。 

（
一
五
）
＊
ご
結
婚
す
る
ら
し
く
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

（
一
六
）
＊
ご
結
婚
す
る
と
い
っ
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

（
一
七
）
？
ご
結
婚
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 
 

こ
の
例
は
「
ご
結
婚
」
だ
が
、
こ
れ
は
「
ご
就
職
」
で
も
「
ご
入
学
」
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。「
ご
結
婚
な
さ
る
そ
う
で
す
ね
」
と
言

う
場
合
も
「
そ
う
」
し
か
使
え
な
い
。
つ
ま
り
、
相
手
に
関
す
る
こ
と
を
他
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
当
事
者
に
言
う
場

合
「
そ
う
」
で
表
現
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
結
婚
な
さ
る
ん
で
す
っ
て
」
も
聞
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
表
現
だ
が
、
こ
れ
に
は
「
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
に
は
直
接
つ
な
が
ら
な
い
。 

（
一
八
）
会
長
は
す
ぐ
に
お
い
で
に
な
る
そ
う
だ
（
「
大
辞
林
」
用
例
） 

（
一
九
）
＊
会
長
は
す
ぐ
お
い
で
に
な
る
と
い
う 

（
二
〇
）
会
長
は
す
ぐ
お
い
で
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。 
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「
お
い
で
に
な
る
」
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
な
ど
の
敬
語
に
下
接
す
る
場
合
、
「
そ
う
で
す
」
は
つ
な
が
る
。
「
と
い
い
ま
す
」
は
つ
な
が
ら

な
い
。
「
～
と
い
う
こ
と
で
す
」
「
～
と
の
こ
と
で
す
」
に
な
る
と
具
体
的
に
伝
言
さ
れ
た
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
『
大
辞
林
』
で
は
、
話
し
言
葉
で
は
、
語
幹
「
そ
う
」
に
助
詞
「
ね
」
「
よ
」
な
ど
を
つ
け
て
用
い
ら
れ
る
と
し
、
次
の
用
例
が
あ

る
。 

（
二
一
）
卒
業
し
た
ら
就
職
す
る
そ
う
ね
。 

（
二
二
）
す
っ
か
り
元
気
に
な
っ
た
そ
う
よ
。 

 

こ
の
２
つ
の
用
例
で
は
、
終
助
詞
「
ね
」「
よ
」
は
「
そ
う
」
に
つ
な
が
り
、
「
と
い
う
」「
と
い
う
こ
と
だ
」
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
現

実
に
は
「
ん
だ
っ
て
（
ね
）（
よ
）
」
の
よ
う
な
、
よ
り
く
だ
け
た
表
現
の
ほ
う
が
普
通
か
と
思
わ
れ
、
用
例
（
二
一
）（
二
二
）
は
い
さ
さ

か
古
風
な
印
象
を
否
め
な
い
。 

 

３-

１-

４ 

お
わ
り
に 

 
 

日
本
語
教
育
と
の
関
連
か
ら
ま
と
め
て
み
る
。 

 

ま
ず
、
伝
聞
の
「
そ
う
」
は
様
態
「
そ
う
」
を
、
同
時
に
或
い
は
近
く
に
提
出
す
る
の
は
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。
初
級
の
学
習
項
目
に

は
必
ず
入
っ
て
い
る
「
～
は
～
と
言
い
ま
し
た
・
～
と
言
っ
て
い
ま
す
」
ま
た
は
「
～
ら
し
い
で
す
」
で
代
替
可
能
で
あ
る
。
様
態
の
「
そ

う
」
が
し
っ
か
り
定
着
し
た
次
の
段
階
（
中
級
）
で
、
助
動
詞
化
し
た
「
と
い
い
ま
す
」
と
伝
聞
の
「
そ
う
」
を
導
入
し
た
方
が
よ
い
。 

 
 

も
し
、
初
級
の
ク
ラ
ス
に
伝
聞
の
「
そ
う
」
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
結
婚
式
を
間
近
に
控
え
て
い
る
と
い
う
場
面
を
作

り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
そ
う
」
を
示
す
。 

 
 
 

 

（
二
三
）
（
○
○
さ
ん
）
、
ご
結
婚
な
さ
る
そ
う
で
す
ね
。
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 
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「
入
学
し
た
」「
就
職
し
た
」
な
ど
で
も
言
え
る
が
、
何
で
も
言
お
う
と
し
て
「
離
婚
な
さ
っ
た
そ
う
で
残
念
で
し
た
」
な
ど
と
言
わ
せ
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

【
注
】 

（
注
一
）
日
本
語
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
様
態
と
伝
聞
を
表
す
「
そ
う
だ
」
の
例
文
を
あ
げ
る
。
こ
の
二
つ
の
「
そ
う
だ
」
に
つ

い
て
非
母
語
話
者
に
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
明
快
に
答
え
ら
れ
る
日
本
語
母
語
話
者
は
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。 

ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
二
〇
一
七
）
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
初
級Ⅱ

本
冊
第
二
版 

ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 

第
四
三
課 

 

今
に
も
雨
が
降
り
そ
う
で
す 

第
四
七
課 

 
 

天
気
予
報
に
よ
る
と
、
あ
し
た
は
寒
く
な
る
そ
う
で
す
。 

東
京
外
国
語
大
学
留
学
生
日
本
語
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
〇
）
『
初
級
日
本
語
』
凡
人
社 

第
二
三
課 

 

雨
が
降
り
そ
う
で
す 

第
二
六
課 

 
 

成
人
式
を
迎
え
る
人
は
百
七
十
万
人
ぐ
ら
い
だ
そ
う
で
す
。 

水
谷
修 

水
谷
信
子
（
一
九
七
七
）
『A

n
 In

tr
o

d
u

c
tio

n
 to

 M
o

d
e
r
n

 J
a

p
a

n
e
s
e

』 
J

a
p

a
n

 
 
T

im
e

s
 

第
一
三
課 

 
 

こ
の
へ
ん
が
よ
さ
そ
う
で
す
。 

第
一
六
課 

 
 

火
事
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 
 

な
お
、
日
本
語
教
育
学
会
編
（
一
九
九
一
）『
日
本
語
教
育
機
関
に
お
け
る
コ
ー
ス
・
デ
ザ
イ
ン
』
に
よ
る
と
、
初
級
の
教
科
書
六
種

の
う
ち
文
法
項
目
と
し
て
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
六
種
で
あ
る
。 

（
注
二
）
荻
野
誠
人(

二
〇
〇
二)

 

『
人
形
で
教
え
る
日
本
語
』
「
月
刊
日
本
語
」
二
〇
〇
二
年
七
月
号 

ア
ル
ク 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E4%BC%9A&search-alias=books-jp&field-author=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E4%BC%9A&sort=relevancerank
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【
参
考
文
献
】 

千
波
光
明
（
一
九
七
六
）
「
終
止
連
体
形
接
続
の
『
げ
な
』
『
そ
う
な
』
」
『
佐
伯
博
士
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
』 

北
原
保
雄
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
書
店 

真
田
真
治
（
一
九
八
四
）
「
方
言
の
助
動
詞
」
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
⑥
助
動
詞
編
２ 

明
治
書
院 

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
四
）
『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味Ⅱ

』
く
ろ
し
お
出
版 

今
西
浩
子
（
一
九
八
五
）
「
願
望
・
比
況
・
伝
聞
の
助
動
詞
」
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
⑦
助
動
詞
編
３
明
治
書
院 

益
岡
隆
志
（
一
九
八
七
）
「
命
題
の
文
法
」
く
ろ
し
お
出
版 

益
岡
隆
志
（
一
九
九
一
）
『
モ
ダ
リ
テ
ー
の
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版 

益
岡
隆
志
・
田
窪
行
則
（
一
九
九
二
）
『
基
礎
日
本
語
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版 

三
宅
知
宏
（
一
九
九
五
）
「
ソ
ウ
ダ
・
ト
イ
ウ
」
宮
島
達
夫
・
仁
田
義
雄
編
『
日
本
語
類
義
表
現
の
文
法
』
単
文
編 

 

く
ろ
し
お
出
版 

澤
西
稔
子
（
二
〇
〇
二
）
「
伝
聞
に
お
け
る
判
断
性
及
び
そ
の
特
性
」
『
日
本
語
．
日
本
文
化
』
第
二
八
号
大
阪
外
国
語
大
学
留
学
生
日
本

語
教
育
セ
ン
タ
ー 
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三
―
二 

「
～
と
ば
か
り
に
」
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」 

 
 

 
３-
２-

１ 

は
じ
め
に 

(

一)

今
あ
な
た
は
留
学
生
で
す
か
と
聞
か
れ
る
と
、
チ
ャ
ン
ス
到
来
と
ば
か
り
に
、
私
も
嬉
々
と
し
て
「
一
応
留
学
生
で
す
」
と
答

え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
（
膨
飛
「
ち
ょ
っ
と
」
は
ち
ょ
っ
と···

』
講
談
社
） 

 
 

こ
の
よ
う
な
「
～
と
ば
か
り
に
＋
動
詞
」
は
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
Ｖ
」
と
用
法
が
ほ
ぼ
同
じ
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
『
日
本
文
型

辞
典
』
一
九
九
八
）
。
た
し
か
に
こ
の
二
つ
は
、
発
話
思
考
内
容
が
「
と
」
に
導
か
れ
て
連
用
修
飾
す
る
点
は
似
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者

に
違
い
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
違
い
が
あ
る
の
か
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 
 

「
ば
か
り
」
の
接
続
に
つ
い
て
辞
書
で
見
る
と
、
記
載
の
な
い
も
の
が
多
い
。
あ
っ
て
も
「
体
言
、
用
言
・
助
動
詞
の
連
体
形
、
副
詞
・

助
詞
な
ど
に
接
続
す
る
」「
『
精
選
国
語
辞
典
』
明
治
書
院
）「
①
体
言
準
体
助
詞
「
の
」
に
接
続
す
る
②
用
言
及
び
助
動
詞
に
接
続
す
る
③

一
部
の
格
助
詞
及
び
接
続
助
詞
「
て
」
に
接
続
す
る
」
（
『
日
本
文
法
辞
典
』
明
治
書
院
）
、
「
①
体
言
に
接
続
す
る
②
活
用
語
の
連
体
形
に

接
続
す
る
③
助
詞
に
接
続
す
る
」
（
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
助
辞
編
助
詞
助
動
詞
辞
典
明
治
書
院
）
と
、
接
続
関
係
だ
け
で
も
違
い
が
見

ら
れ
る
。 

こ
の
点
に
関
し
て
は
日
本
語
学
習
者
向
け
の
も
の
の
ほ
う
が
、
よ
り
具
体
的
で
詳
し
い
。
（
森
田
良
行
（
一
九
九
〇
）
『
基
礎
日
本
語
辞

典
』
」 

沼
田
善
子
（
一
九
九
二
）
『
「
も
」
「
さ
え
」
「
だ
け
」
な
ど
』
、
砂
川
有
理
子
他
（
一
九
九
八
）
『
日
本
語
文
型
辞
典
』
） 

「
ば
か
り
」
に
は
考
え
る
べ
き
問
題
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
助
詞
「
と
」
に
接
続
す
る
「
ば
か
り
に
」
に
限
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に

す
る
。 
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３-

２-

２ 

「
～
と
ば
か
り
に
」 

 
 

助
詞
「
と
」
に
導
か
れ
る
「
ば
か
り
に
」
つ
い
て
は
、
『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
五
版
（
一
九
九
四
）
に
、
「
そ
れ
が
き
っ
か
け
原
因
に
な

り
、
他
に
考
え
る
に
及
ば
ず
と
い
う
気
持
ち
で
言
う
」
と
あ
り
、
次
の
よ
う
な
例
文
が
あ
る
。 

(

二) 
 

こ
の
時
と
ば
か
り
に
買
い
あ
さ
る 

(

三) 
 

そ
れ
っ
と
ば
か
り
に
駆
け
つ
け
た 

(

四) 
 

こ
れ
を
好
機
と
ば
か
り
に
攻
め
立
て
る 

 
 

こ
の
例
文
を
見
る
と
、「
他
に
考
え
る
に
及
ば
ず
と
い
う
気
持
ち
で
言
う
」
の
は
動
作
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
（
二
）

と
（
四
）
は
そ
れ
で
説
明
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、（
三
）
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
説
明
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
感
じ
を
拭
え

な
い
。
ほ
か
の
例
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
～
と
ば
か
り
に
」
が
、
こ
の
説
明
に
尽
き
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。 

 

「
～
と
ば
か
り
に
」
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
「
～
と
ば
か
り
」
の
例
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
副
助
詞
「
ば

か
り
」
が
入
る
と
き
、
「
が
」
「
を
」
は
文
中
に
残
ら
な
い
が
、
「
と
」
は
残
る
。
「
～
と
ば
か
り
Ｖ
」
は
、
二
種
類
に
分
け
て
考
え
た
方
が

よ
い
よ
う
だ
。 

(

五)

そ
こ
で
お
互
い
の
沈
黙
は
必
ず
し
も
快
い
と
ば
か
り
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た 

(

六)

ト
ヨ
さ
ん
は
無
事
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
。 

(

七)

格
好
の
避
難
所
と
ば
か
り
三
方
か
ら
群
衆
が
逃
げ
込
ん
で
き
た
。 

(

八)

水
が
こ
ぼ
れ
、
足
も
と
に
水
た
ま
り
を
作
っ
た
。
私
の
顔
を
見
つ
め
な
が
ら
つ
ぶ
や
い
た
ア
ラ
ビ
ヤ
語
は···

た
ぶ
ん
ア
ラ
ビ

ヤ
語
だ
と
思
う
の
だ
が
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
ほ
ら
、
と
ば
か
り
に
水
た
ま
り
を
指
さ
す
。
首
を
の
ば
し
て
覗
き
込
む
と
水
た
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ま
り
の
中
に
半
分
の
月
が
映
っ
て
い
た
。 

（
五
）
（
六
）
の
場
合
、
「
ば
か
り
」
の
あ
と
に
「
に
」
は
入
り
に
く
い
。 

(
九)

？
そ
こ
で
お
互
い
の
沈
黙
は
必
ず
し
も
快
い
と
ば
か
り
に
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

(

一
〇)
？
ト
ヨ
さ
ん
は
無
事
だ
と
ば
か
り
に
思
っ
て
い
た
。 

 
 

こ
の
場
合
の
「
ば
か
り
」
は
限
定
を
表
す
。
言
っ
た
り
思
っ
た
り
す
る
そ
の
内
容
の
限
定
で
あ
る
。（
六
）
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
森

田
良
行
は
「
ひ
た
す
ら
そ
う
す
る 

確
信
の
意
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』
）
。
発
話
思
考
内
容
を
「
ば
か
り
」
が
限

定
し
そ
れ
と
は
異
な
る
内
容
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

（
七
）
（
八
）
の
場
合
、
「
ば
か
り
」
の
あ
と
に
「
に
」
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
「
に
」
は
入
れ
て
も
入
れ
な
く
て
も
意

味
は
変
わ
ら
な
い
。 

(

一
一)

格
好
の
避
難
所
と
ば
か
り
に
三
方
か
ら
群
集
が
入
り
込
ん
で
き
た
。 

 

こ
の
「
～
と
ば
か
り
（
に
）
」
は
（
五
）
（
六
）
の
場
合
の
よ
う
に
限
定
で
は
な
く
、
動
作
が
行
わ
れ
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
「
と
」
の
前
に
来
る
の
は
、
「
口
に
出
し
た
か
出
さ
な
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
発
話
し
た
そ
の
内
容
、
そ
し
て
、
擬
声
語
擬
態
語
」

で
あ
る
。
森
田
は
「
『
い
か
に
も
そ
う
で
あ
る
と
／
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
に
』
と
の
意
味
合
い
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し

く
付
け
加
え
る
な
ら
「
そ
の
こ
と
を
心
の
中
で
思
っ
た
り
、
言
っ
た
り
す
る
」
よ
う
な
様
子
で
、
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

『
文
型
辞
典
』
の
説
明
で
は
「
相
手
が
い
か
に
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
い
い
た
そ
う
な
様
子
に
み
え
る
よ
う
な
場
合
に
用
い
る
」
と
あ

る
が
、
こ
の
場
合
、
必
ず
し
も
相
手
で
あ
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
冒
頭
の
例
文
（
一
）
は
、「
チ
ャ
ン
ス
到
来
」
と
考
え
た
の
は
明

ら
か
に
話
者
自
身
で
あ
る
。
音
声
と
し
て
は
発
話
さ
れ
て
い
な
い
が
、
心
内
で
は
発
話
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
話
者
し
か

分
か
ら
な
い
、
声
と
は
い
え
な
い
声
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。
例
文
（
七
）
の
場
合
は
話
者
が
「
い
か
に
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
言
っ
て
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い
る
よ
う
な
様
子
で
」
と
群
集
の
様
子
を
推
量
し
、
そ
の
心
中
を
察
し
て
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。(

八)

の
場
合
も
声
を
出
し
た
か
出

さ
な
い
か
分
か
ら
な
い
。
出
し
た
と
し
て
も
言
葉
が
分
か
ら
な
い
か
ら
多
分
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
指
さ
し
た
様
子
か
ら
受
け
取

っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
相
手
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

「
～
と
ば
か
り
に
Ｖ
」
は
自
分
、
相
手
ま
た
は
第
三
者
を
問
わ
ず
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
た
り
言
っ
た
り
し
て
い
る
様
子
で
動
作
が
行
わ

れ
る
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
前
に
あ
げ
た
例
（
二
）
（
三
）
（
四
）
も
説
明
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

３-

２-

３ 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」 

 

例
文
（
七
）
（
八
）
の
「
～
と
ば
か
り
に
」
と
同
じ
よ
う
に
動
作
の
様
子
を
表
す
文
型
に
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
が
あ
る
。 

(

一
二)

国
連
の
会
議
場
で
大
の
大
人
の
外
交
官
が
「
お
ま
え
よ
り
俺
の
方
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
」
と
い
わ

ん
ば
か
り
に
英
文
法
の
知
識
を
披
露
し
て
は
自
慢
し
合
う 

(

一
三)

母
親
は
そ
れ
見
た
こ
と
か
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
滔
々
と
意
見
を
述
べ
る
。 

(

一
四)

ま
る
で
、
こ
の
貿
易
赤
字
は
日
本
の
せ
い
で
、
し
か
も
米
国
経
済
に
大
損
害
を
与
え
て
、
失
業
、
犯
罪
の
増
加
な
ど
の
社

会
悪
の
元
凶
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
に
は
「
～
と
ば
か
り
に
」
の
よ
う
に
発
話
の
内
容
が
「
と
」
の
前
に
来
る
。
し
か
し
、「
と
」
の
前
に
擬
態
語

擬
声
語
が
入
っ
た
例
文
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
擬
声
語
擬
態
語
は
こ
の
文
型
に
は
入
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
両
者
は
に

は
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。 

 

一
つ
は
後
続
の
動
詞
ま
た
は
「
だ
／
で
す
」
へ
の
つ
な
が
り
方
で
あ
る
。 

 

「
～
と
ば
か
り
に
」
は
「
に
」
が
な
く
て
も
動
詞
に
つ
な
が
る
こ
と
が
出
来
た
が
、「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
方
は
「
に
」
が
な
け
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れ
ば
動
詞
に
つ
な
ぐ
こ
と
は
出
来
な
い
。 

 
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
だ
／
で
す
」
の
形
は
で
き
る
が
、「
～
と
ば
か
り
だ
／
で
す
」
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
と
言
わ
ん
ば
か
り
」
の
「
ば

か
り
」
は
、
よ
り
名
詞
的
な
動
き
方
を
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。 

 

ま
た
、「
～
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
「
言
う
」
に
つ
い
て
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
音
声
を
伴
っ
て
発
話
さ
れ
て
い
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
～
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
場
合
、
明
ら
か
に
声
と
し
て
発
話
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
「
い
わ
ん
ば
か
り
」
の
「
ん
」
は
「
む
」
か
「
ぬ
」
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
湯
沢
幸
吉
郎
は
、
こ
の
「
ん
」

は
本
来
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
と
同
じ
語
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
打
ち
消
し
の
「
ぬ
」
と
同
語
と
考
え
る
こ
と
が
江
戸
の
も
の
に
現
れ
、

そ
れ
が
広
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
説
明
を
述
べ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
、
声
に
出
し
て
言
わ
な
い
だ
け
で
言
っ
た
も
同
然
と

い
う
解
釈
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
動
作
主
に
よ
っ
て
声
と
し
て
発
話
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
考
え
て

良
い
と
思
う
。
も
う
一
歩
進
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
何
故
発
話
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
な
る
。
「
言
う
」
の
は
動
作
主
で
は
な
く
、

そ
れ
を
観
察
し
て
い
る
話
者
が
そ
う
言
う
で
あ
ろ
う
と
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
は
そ
れ
を
言
い
た
い
の
だ
け
れ
ど
、
言
う
と
自
慢

に
な
っ
た
り
、
怒
り
を
あ
ら
わ
に
ぶ
つ
け
て
し
ま
っ
た
り
す
る
の
で
言
わ
な
い
が
、
ま
る
で
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
と

話
者
が
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
発
話
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
本
当
に
そ
う
言
い
た
い
の
か
は
確
定
で
き
な
い
。
事
実
は
そ
の
発
話
内

容
と
は
全
く
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
話
者
の
気
持
ち
が
、
相
手
の
様
子
態
度
か
ら
し
て
ま
る
で
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
受
け

取
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
は
話
者
が
相
手
の
動
作
の
様
子
を
ま
る
で
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
と
比

喩
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。 
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３-

２-

４ 

ま
と
め 

(

一
五) 

美
千
代
が
お
あ
い
に
く
で
し
た
と
ば
か
り
の
顔
を
し
た 

 
 

こ
の
「
～
と
ば
か
り
」
に
つ
い
て
は
「
と
い
わ
ん
ば
か
り
」
と
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
に
は
や
は
り
違
い
も
あ
る
よ
う

だ
。
「
～
と
ば
か
り
」
は
「
声
に
出
し
て
言
っ
た
か
言
わ
な
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
様
子
で
～
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
内

容
」
の
発
信
者
は
話
者
で
も
相
手
で
も
第
三
者
で
も
良
い
。
「
内
容
」
は
音
声
と
し
て
発
話
さ
れ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
使
え
る
。
ま
た
、

擬
声
語
擬
態
語
で
も
使
え
る
。 

 
 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
は
「
言
う
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
相
手
で
あ
っ
て
、
話
者
自
身
で
は
な
い
。
そ
の
「
内
容
」
は

全
く
相
手
に
よ
っ
て
発
話
さ
れ
て
は
い
な
い
。
相
手
は
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
話
者
は
そ
れ
を
「
言
っ
て
い
る
」
と
受
け
取
る
の
で
あ
る
。

怒
り
や
優
越
感
を
露
骨
に
言
葉
で
表
現
し
た
り
す
る
こ
と
は
通
常
行
わ
れ
な
い
こ
と
だ
。
そ
れ
を
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
話
者
の
心
情
と
し

て
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
。「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
」
は
客
観
的
な
事
実
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
話
者
が
言
葉
で
は
言
わ
な
い
が
様
子
か

ら
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

 

「
ま
る
で
～
と
ば
か
り
」
の
か
た
ち
は
な
い
が
、
「
ま
る
で
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
」
は
よ
く
見
ら
れ
る
言
い
方
で
あ
る
。 

(

一
六) 

ま
る
で
、
こ
の
貿
易
赤
字
は
日
本
の
せ
い
で
、
し
か
も
米
国
経
済
に
大
損
害
を
与
え
て
失
業
犯
罪
の
増
加
な
ど
の
社
会
悪

の
元
凶
だ
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
」
は
「
～
ば
か
り
」
と
い
い
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。 

(

一
七)

＊
ま
る
で
、
こ
の
貿
易
赤
字
は
日
本
の
せ
い
で
、
し
か
も
、
米
国
経
済
に
大
損
害
を
与
え
て
失
業
犯
罪
の
増
加
な
ど
の
社

会
悪
の
元
凶
だ
と
ば
か
り
で
あ
る
。 

「
～
と
ば
か
り
に
」
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
よ
う
な
文
型
は
確
か
に
書
き
言
葉
的
で
あ
り
、
現
代
語
で
は
古
い
言
い
方
と
い
う
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印
象
を
持
つ
人
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
語
教
育
で
中
上
級
の
学
習
者
に
は
説
明
の
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。
授
業
で
は
「
～
と
ば
か
り
に
」
の
説
明
に
止
め
、
よ
り
複
雑
な
「
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
よ
う
な
表
現
は
扱
い
に
注
意
が
必
要

で
あ
ろ
う
。 

 【
参
考
文
献
】 

湯
沢
幸
吉
郎 

（
一
九
四
四
複
製
）
「
現
代
語
法
の
諸
問
題
」
『
湯
沢
幸
吉
郎
著
作
集
三
』
勉
誠
社 

湯
沢
幸
吉
郎 

（
一
九
五
五
） 

「
『
ば
か
り
』
の
活
用
語
へ
の
付
き
方
」 

『
解
釈
』
一 

福
島
邦
道 

 
 

（
一
九
五
五
） 
「
助
詞
『
ば
か
り
』
」
鶏
肋
『
解
釈
』
一 

松
村
明 

 
 

 
 

（
一
九
五
八
） 

「
副
助
詞
」
『
国
文
学
解
釈
と
観
賞
』
二
三-

四 

此
島
正
午 

 
 

（
一
九
六
五
） 

「
『
の
み
』
と
『
ば
か
り
』
の
通
時
的
考
察
」
『
日
本
文
学
論
究
』
「
助
詞
」 

大
野
晋 

 
 

 
 

 

（
一
九
七
〇) 

「
助
詞
の
機
能
と
解
釈
」
『
国
文
学
解
釈
と
観
賞
』 

此
島
正
午 

 
 

 

（
一
九
七
三) 

『
国
語
助
詞
の
研
究
』 

 

桜
楓
社 

森
田
良
行 

 

（
一
九
九
〇
） 

『
基
礎
日
本
語
辞
典
』 
角
川
書
店 

沼
田
善
子 

 
 

（
一
九
九
二
） 

「
『
も
』
『
さ
え
』
『
だ
け
』
な
ど
ー
と
り
た
て
」
（
セ
ル
フ
マ
ス
タ
ー
シ
リ
ー
ズ
）
く
ろ
し
お
出
版 

砂
川
有
理
子
他 

（
一
九
九
八
） 

『
日
本
語
文
型
辞
典
』
く
ろ
し
お
出
版 
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三
―
三 

引
用
と
結
び
つ
く
「
み
た
い
だ
」
と
「
よ
う
だ
」 

  
３-
３-

１ 

は
じ
め
に 

 

平
成
十
二
年
五
月
、
文
化
庁
は
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
各
新
聞
は
い
っ
せ
い

に
二
十
歳
代
の
若
者
半
数
以
上
が
「
ぼ
か
し
言
葉
」
を
使
用
し
て
い
る
と
報
じ
た
。
五
月
二
十
四
日
付
け
の
毎
日
新
聞
は
「
ぼ
か
し
言
葉
」

は
若
者
の
自
信
の
な
い
言
い
方
で
、「
言
葉
を
ぼ
か
す
こ
と
で
、
人
間
関
係
を
傷
つ
け
ず
、
ほ
ど
よ
い
距
離
を
保
と
う
と
す
る
志
向
が
強
ま

っ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
い
う
「
有
識
者
の
指
摘
」
を
掲
載
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
「
ぼ
か
し
言
葉
」
と
し
て
、
調
査
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
五
項
目
だ
が
、
四
番
目
に
「
と
て
も
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
・
・
」

と
い
う
項
目
が
あ
る
。
毎
日
新
聞
に
よ
る
と
本
来
「
と
て
も
良
か
っ
た
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
・
・
」

と
相
手
の
反
応
を
見
る
言
い
方
を
す
る
の
は
１
３
％
。
若
年
層
で
は
二
，
三
割
を
占
め
る
一
方
、
女
性
の
四
十
代
五
十
代
で
も
、
そ
れ
ぞ

れ
１
３
％
は
使
う
と
い
う
。 

こ
の
調
査
の
結
果
を
、
現
代
の
若
者
の
自
信
の
な
さ
と
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
い
い
の
か
ど
う
か
は
お
く
と
し
て
、
こ
の
発
話
思
考
の

引
用
と
結
び
つ
く
「
み
た
い
だ
」
に
つ
い
て
は
興
味
を
ひ
か
れ
た
。「
み
た
い
だ
」
は
口
語
的
表
現
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
同
時
に
発
話

思
考
内
容
を
引
用
す
る
「
よ
う
だ
」
も
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 

３-

３-

２ 

間
接
引
用
の
「
よ
う
だ
」 

 
 

『
日
本
文
法
大
辞
典
』
（
明
治
書
院
）
に
は
、
助
動
詞
「
よ
う
だ
」
の
意
味
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 



227 

 
Ⅰ

 

①
類
似
の
事
柄
を
取
り
上
げ
て
物
事
の
性
質
・
状
態
を
述
べ
る
。 

 
 
 

 
 
 

雪
の
よ
う
な
白
い
肌 

 
 

 
②
手
近
な
わ
か
り
や
す
い
例
、
あ
る
い
は
著
し
い
例
を
引
い
て
述
べ
る
。 

 
 

 
 
 

 

隣
の
お
じ
さ
ん
の
よ
う
に
小
柄
な
紳
士 

 
 

 

③
内
容
や
程
度
が
、
同
質
あ
る
い
は
同
等
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。 

 
 

 
 
 

 

全
盛
時
の
よ
う
な
速
球
は
み
ら
れ
な
い
。 

 
 

 

④
目
標
・
目
的
あ
る
い
は
基
準
な
ど
を
表
す
。 

 
 

 
 
 

 

時
間
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
家
を
出
た
。 

 
 

 

⑤
結
果
や
結
論
に
到
達
す
る
の
に
不
自
然
な
と
こ
ろ
や
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
表
す
。 

 
 

 
 

 
 

こ
の
実
験
で
わ
か
る
よ
う
に
目
に
害
が
あ
る
。 

 
 

 

⑥
前
後
の
文
脈
や
話
の
内
容
を
引
き
合
い
に
出
す
の
に
用
い
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
推
薦
を
辞
退
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

⑦
間
接
的
に
他
人
の
言
葉
を
引
用
し
た
り
、
文
句
や
諺
を
引
い
た
り
す
る
の
に
用
い
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

午
後
か
ら
天
気
が
く
ず
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
Ⅱ

 

主
に
文
末
に
用
い
て 

 
 

 

①
理
由
や
根
拠
が
多
少
不
確
か
な
断
定
を
表
す
。 

 
 

 
 

両
親
を
抱
え
て
生
活
が
苦
し
い
よ
う
だ
っ
た 

 
 

 

②
断
定
を
避
け
て
遠
回
し
に
判
断
を
述
べ
る
。 
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犯
人
は
君
た
ち
３
人
の
よ
う
だ
ね
。 

 
 

 

③
「
よ
う
に
」
の
形
で
イ
依
頼
や
軽
い
命
令
を
表
す 

 

ロ
願
い
や
希
望
を
表
す 

 
 

 
 

 
 
 

も
っ
と
大
き
な
声
で
返
事
を
す
る
よ
う
に
。
早
く
お
元
気
に
な
ら
れ
る
よ
う
に
。 

 

引
用
に
結
び
つ
く
「
よ
う
な
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
はⅠ

ー
⑦
で
あ
る
。 

(

一)

先
生
が
翌
日
お
宅
を
訪
ね
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
。
（
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
用
例
） 

 

こ
の
「
よ
う
」
は
「
と
・
よ
し
・
旨
・
こ
と
」
な
ど
と
共
に
、
話
し
手
が
別
の
発
話
を
受
け
と
め
て
自
分
の
発
話
と
す
る
と
い
う
間
接

話
法
の
項
目
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

 
(

一)

は
「
よ
う
に
」
が
命
令
の
内
容
を
伝
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
が
、
引
用
し
た
内
容
を
間
接
的
に
述
べ
る
場
合
も
あ
る
。 

(

二)

普
段
、
口
で
は
、
お
れ
を
許
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
が
、
心
の
底
で
は
ま
だ
許
し
て
な
い
ん
だ
ろ
う
。（
な
だ

い
な
だ
「
戦
争
責
任
を
ど
う
と
る
か
」
） 

 
 

こ
の
場
合
「
言
う
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
引
用
動
詞
」
が
な
く
て
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

三)

何
と
か
出
席
で
き
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
し
た
。
（
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
用
例
傍
線
筆
者
以
下
同
じ
） 

 
 

し
か
し
、
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
の
次
の
よ
う
な
用
例
に
は
疑
問
が
残
る
。 

(

四)

文
句
な
し
っ
て
よ
う
な
顔
つ
き
だ
っ
た
。(

『
日
本
文
法
大
辞
典
』
用
例
） 

 
 

そ
れ
を
言
う
な
ら’(

四)

の
よ
う
に
「
っ
て
い
う
よ
う
な
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。‘ 

‘(

四)

文
句
な
し
っ
て
い
う
よ
う
な
顔
つ
き
だ
っ
た
。 

 
 

「
と
い
う
よ
う
に
／
な
」
も
含
め
て
考
え
る
と
、
間
接
的
に
他
人
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
（
三
）（
四
）
の
用
例
を
ま
と
め

る
の
は
無
理
が
あ
る
。 
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「
と
い
う
よ
う
に
」
が
発
話
思
考
内
容
と
結
び
つ
く
例
を
も
う
少
し
み
て
み
よ
う
。 

(

五)

安
岡
が
そ
の
通
り
だ
と
い
う
よ
う
に
、
黙
っ
て
う
な
ず
く
。
（
逢
坂
剛
「
雷
雨
の
夜
」
） 

(
六)

黙
っ
て
聞
い
て
い
た
久
保
寺
が
、
い
か
に
も
遺
憾
だ
と
い
う
よ
う
に
、
首
を
振
る
。
（
逢
坂
剛
「
雷
雨
の
夜
」
） 

(

七)
湯
川
は
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
る
と
、
こ
っ
ち
へ
来
い
と
い
う
よ
う
に
顎
を
動
か
し
た
。
（
東
野
圭
吾
「
爆
ぜ
る
」
） 

(

八)

ゆ
っ
く
り
歩
き
出
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
待
て
と
い
う
よ
う
に
カ
モ
メ
が
鳴
く
。
（
北
原
亜
以
子
「
旅
人
」
） 

(

五)

～
（
八)

は
い
ず
れ
も
様
子
を
発
話
内
容
で
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
、
実
際
誰
か
が
発
話
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
発
話
し

た
と
話
者
が
推
測
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
発
話
内
容
を
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
、
比
喩
表
現
に

類
す
る
も
の
で
、「
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
と
同
じ
用
法
だ
ろ
う
。「
し
か
し
、「
み
た
い
だ
」
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
話
者
の
心
的
態
度

を
表
し
、
直
接
引
用
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
発
話
を
直
接
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
話
者
の
立
場
か
ら
言
い
直
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
直
接
引
用
の
よ
う
な
形
を
取
っ
て
い
な
が
ら
、
直
接
引
用
で
は
な
い
と
表
明
し
て
い
る
。
聞
い
た
こ
と
を
再
現
し
て
い
る
形
に

は
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
断
り
書
き
が
つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

 
 

接
続
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
も
「
み
た
い
だ
」
の
特
徴
で
あ
る
。「
み
た
い
だ
」
は
体
言
及
び
活
用
語
の
終
止
形
に
直
接
つ
く
。「
よ
う
だ
」

は
発
話
内
容
と
接
続
す
る
時
、
多
く
の
場
合
「
と
い
う
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。
「
み
た
い
だ
」
も
（
一
九
）
（
二
〇)

の
よ
う
に
「
と
い
う
み
た
い
に
」
の
か
た
ち
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
と
い
う
」
が
な
く
て
も
文
は
成
立
す
る
。 

 

発
話
思
考
内
容
に
接
続
す
る
と
き
「
み
た
い
だ
」
は
比
喩
に
し
ろ
、
例
示
に
し
ろ
、
ま
た
不
確
か
な
断
定
に
し
ろ
、
「
引
用
内
容
」
（
み

た
い
な
／
に
）
で
済
む
。
発
話
思
考
内
容
に
終
助
詞
が
つ
い
て
も
、
「
で
す
・
ま
す
」
が
つ
い
て
も
接
続
で
き
る
し
、
「
み
た
い
な
」
と
文

を
中
止
し
て
も
良
い
。
こ
う
考
え
る
と
実
に
便
利
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。「
み
た
い
に
」
と
中
止
す
る
用
例
は
捜
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
中
止
す
る
場
合
、「
み
た
い
だ
」
と
終
止
形
に
な
っ
た
り
せ
ず
、
圧
倒
的
に
「
み
た
い
な
」
に
な
る
の
も
興
味
深
い
。「
み
た
い
な
」
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を
、
安
易
に
下
略
と
言
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
た
め
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
／
な
」「
～
と
い
う
よ
う
に
／
な
」
よ
り
「
～
み
た
い
に
／
な
」
の
ほ
う
が
短
い
し
、
便
利
に
使
え
る
表
現
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
短
い
の
に
臨
場
感
が
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
心
的
態
度
も
標
榜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
み

た
い
だ
」
は
こ
れ
か
ら
書
き
言
葉
に
も
入
っ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
一
時
の
流
行
語
的
な
役
割
で
終
わ
る
の
か
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。 

「
と
い
う
よ
う
な
」
で
も
次
の
場
合
は
発
話
し
て
い
る
こ
と
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。 

(

九)

敗
戦
後
は
古
物
の
染
め
変
え
が
ほ
と
ん
ど
で
、
中
に
は
軍
服
を
丸
ご
と
黒
に
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
荒
っ
ぽ
い
仕
事
も
あ
っ

た
が
。
（
妻
坂
泡
夫
「
埋
み
火
」
） 

 
 

(

九)

は
実
際
に
発
話
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
た
よ
う
な
感
じ
も
受
け
る
が
、
話
者
が
あ
る
光
景
を
思
い
出
し
な
が
ら
自

分
の
言
葉
と
し
て
話
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
こ
れ
を
直
接
話
法
と
い
う
の
か
、
間
接
話
法
と
い
う
の
か
、
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
を
区
別

す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
、
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
で
は
間
接
話
法
と
は
話
し
手
が
別
の
発
話
を

受
け
と
め
て
、
自
分
の
立
場
か
ら
伝
え
る
も
の
で
人
称
代
名
詞
の
言
い
換
え
や
敬
譲
表
現
の
変
化
、
時
の
呼
び
方
を
変
え
る
な
ど
、
場
面

の
配
慮
が
必
要
に
な
る
と
あ
る
が
、
同
時
に
二
つ
の
区
別
に
つ
い
て
日
本
語
で
は
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
。 

 
 

日
本
語
教
育
の
現
場
で
、
引
用
符
が
つ
く
の
が
直
接
話
法
、
つ
か
な
い
の
が
間
接
話
法
と
教
え
る
日
本
語
教
師
が
い
る
が
、
こ
れ
で
は

何
も
日
本
語
の
情
報
を
伝
え
て
い
な
い
に
等
し
く
、
そ
の
説
明
に
要
し
た
時
間
だ
け
無
駄
に
使
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

 

３-

３-

３ 

「
と
い
う
よ
う
だ
」
の
用
法 

 
 

「
と
い
う
よ
う
な
／
に
」
の
用
法
も
見
て
み
よ
う
。 
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(

一
〇)

こ
れ
ら
の
二
つ
の
目
的
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
財
布
を
取
り
返
し
た
あ
と
で
「
中
身
は
お
持
ち
下
さ
い
」

と
泥
棒
に
言
う
よ
う
な
も
の
だ
。
（
八
田
達
夫
「
高
齢
化
問
題
に
消
費
増
税
は
必
要
か
」
） 

(
一
一)

移
植
後
の
病
状
も
必
ず
し
も
良
く
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
心
臓
移
植
の
場
合
、
北
米
の
最
新
の
推
計
で
は
２
０
％
程
度
の
患

者
で
は
か
な
り
の
改
善
を
み
る
も
の
の
２
０
％
は
種
々
の
合
併
症
で
死
亡
、
残
り
の
６
０
％
は
深
刻
な
状
態
に
あ
る
と
さ
れ

３
３
％
は
う
つ
病
が
発
生
、
術
後
の
傷
の
痛
み
も
長
く
続
く
と
い
う
よ
う
に
、
移
植
は
多
く
の
マ
イ
ナ
ス
面
も
持
つ
。（
渡
辺

良
夫
「
臓
器
移
植
法
は
正
し
い
か
」
） 

(

一
二)

今
の
日
本
に
お
い
て
２
０
歳
あ
る
い
は
２
５
歳
と
い
う
よ
う
な
一
定
年
齢
に
達
す
る
こ
と
と
良
識
あ
る
こ
と
と
は
全
く
無

関
係
で
あ
る
。
（
林
健
太
郎
「
戦
後
５
０
年
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
） 

(

一
三)

積
極
的
な
医
療
を
拒
否
し
、
自
然
に
ま
か
せ
た
い
と
希
望
し
て
も
、
そ
の
願
い
を
拒
絶
さ
れ
具
体
的
に
は
こ
の
治
療
を
受

け
な
い
な
ら
退
院
し
て
下
さ
い
と
い
う
よ
う
な
姿
な
き
暴
力
で
屈
服
さ
せ
ら
れ
、
涙
を
の
ん
だ
患
者
は
い
ま
で
も
数
多
く
耳

に
す
る
。
（
大
前
研
一
「
天
下
り
は
な
く
せ
る
か
」
） 

(

一
四)

そ
ん
な
こ
と
ア
ナ
タ
に
ま
か
せ
た
お
ぼ
え
は
な
い
の
だ
が
、
と
い
う
よ
う
な
大
事
が
な
ん
と
な
く
進
行
し
て
い
る
。（
稲
見

一
良
「
終
着
駅
」
） 

(

一
五)

私
の
腕
に
も
ロ
レ
ッ
ク
ス
が
光
っ
て
る
、
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
い
じ
ま
し
い
。 

（
赤
瀬
川
源
平
「
ヘ
ア
ヌ
ー
ド
の
行
き
着
く
先
は
」
） 

 
 

(

一
〇)

は
「
言
う
」
が
引
用
動
詞
と
し
て
発
話
内
容
を
取
り
込
み
、
「
よ
う
な
」
で
比
喩
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
「
よ
う
な
」
は
「
猫
の

よ
う
な
顔
」
の
よ
う
に
「
名
詞
＋
の
よ
う
な
＋
名
詞
」
と
接
続
す
る
が
、
発
話
思
考
の
内
容
を
比
喩
表
現
と
し
て
取
り
込
む
場
合
に
は(

五)

～(

八)

の
用
例
で
み
る
よ
う
に
「
と
い
う
」
が
欠
か
せ
な
い
。 
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(

一
一)(

一
二)(

一
三)

は
例
を
引
い
て
説
明
す
る
用
法
で
あ
る
が
、(

一
三)

は
特
に
「
言
う
」
が
発
話
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
と
い

う
」
は
発
話
内
容
を
よ
り
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
現
実
味
を
出
す
た
め
に
や
は
り
必
須
で
あ
る
。(

一
一)(

一
二)

の
よ
う
に
誰
か
が
現
実
に

言
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
内
容
を
例
示
と
し
て
取
り
込
む
場
合
に
も
、
や
は
り
「
と
い
う
」
は
必
要
で
あ
る
。「
と
い
う
」
は
「
発
話
思

考
内
容
」
と
「
よ
う
」
を
つ
な
げ
る
接
着
剤
の
役
割
を
持
つ
。「
よ
う
だ
」
の
も
つ
例
示
の
機
能
に
「
と
い
う
」
は
発
話
内
容
を
つ
な
げ
て

い
る
と
い
え
る
。
他
に
も
あ
る
の
だ
が
、
一
つ
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
当
然
「
よ
う
だ
」
を
取
り
去
る
と
例
示
で
は

な
く
な
っ
て
、
そ
の
含
み
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 
 

（
一
四)(

一
五)

の
「
よ
う
な
」
は
例
示
と
い
う
取
り
方
が
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
し
た
断
定
を
避
け

る
い
わ
ゆ
る
朧
化
の
用
法
で
あ
り
、
発
話
内
容
を
引
用
し
て
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
「
よ
う
な
／
に
」
で
あ
ろ

う
。
「
と
い
う
」
は
必
ず
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
不
要
或
い
は
「
の
よ
う
な
／
に
」
で
も
、
言
い
換
え
ら
れ
る
。(

一
四)(

一
五)

の

「
と
い
う
よ
う
な
」
を
「
み
た
い
な
」
に
置
き
換
え
て
も
全
く
違
和
感
が
な
い
。 

 
 

「
い
う
」
に
も
「
よ
う
だ
」
に
も
濃
淡
が
あ
り
、
は
っ
き
り
と
境
界
線
を
引
く
の
が
難
し
い
。 

 

３-

３-

４ 

間
接
的
に
他
人
の
言
葉
を
引
用
す
る
「
み
た
い
な
」 

 
 

「
よ
う
だ
」
と
似
た
機
能
を
果
た
す
「
み
た
い
だ
」
の
方
を
み
て
み
よ
う
。
再
び
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
を
見
て
み
る
と
「
み
た
い
だ
」

の
意
味
と
し
て 

 

 
 

①
様
子
や
か
た
ち
な
ど
が
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。 

 
 

②
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
の
に
用
い
る
。 

 
 

 

③
漠
然
と
し
た
内
容
を
引
用
す
る
の
に
用
い
る 

 

。 
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④
不
確
か
断
定
や
遠
回
し
な
断
定
を
表
す
。 

 
と
あ
る
。
他
の
用
例
を
み
て
み
る
と 

(
一
七)

ま
る
で
私
が
こ
れ
か
ら
し
よ
う
と
し
て
い
る
罪
深
い
過
ち
を
、
何
一
つ
見
逃
さ
な
い
と
言
う
み
た
い
に
。（
魚
住
陽
子
「
敦

子
の
二
時
間
」
） 

(

一
八)

あ
ら
、
ま
る
で
あ
た
し
が
サ
モ
ア
に
き
て
は
い
け
な
い
み
た
い
な
言
い
方
ね
。
（
西
木
昌
明
「
ス
コ
ー
ル
」
） 

 

と
あ
る
が
、(

一
七)(
一
八)

は
「
と
い
う
よ
う
な
」
と
同
じ
く
発
話
内
容
を
比
喩
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
発
話
者
が
女
性
、
そ
し
て
話

し
言
葉
と
い
う
こ
と
も
注
目
し
た
い
。 

「
よ
う
に
」
と
の
相
違
点
は
、
①
「
時
間
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
」
な
ど
の
目
標
を
表
す
用
法
が
な
い
、
し
た
が
っ
て
命
令
形

に
も
な
ら
な
い
、
と
か
、
②
「
こ
そ
あ
ど
」
と
は
結
び
つ
か
な
い
、
③
「
以
上
の
よ
う
に
」
な
ど
と
前
に
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
た
り
す

る
機
能
が
な
い
、
④
話
し
言
葉
的
で
あ
り
、
書
き
言
葉
で
も
会
話
な
ど
口
語
的
な
書
き
方
の
時
に
限
ら
れ
る
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

 
 

「
よ
う
な
」
は
例
示
か
朧
化
か
、
は
っ
き
り
と
線
を
引
く
の
は
難
し
い
と
述
べ
た
が
、
「
み
た
い
」
は
更
に
区
別
が
つ
き
に
く
い
。 

 
 

 

鎌
田
修
は
、
直
接
引
用
に
は
元
発
話
に
潜
在
す
る
特
徴
を
演
出
し
元
発
話
と
の
類
似
を
志
向
し
た
「
一
卵
性
直
接
引
用
」
と
、
そ
う
で

は
な
い
「
二
卵
性
直
接
引
用
」
が
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
衣
掛
け
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
っ
て
、
終
助
詞
や
丁
寧
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
許
す
か

ど
う
か
で
、
直
接
引
用
か
ど
う
か
が
判
断
で
き
る
と
い
う
。
（
注
二
） 

 
 

し
か
し
、「
み
た
い
だ
」
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
話
者
の
心
的
態
度
を
表
し
、
直
接
引
用
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
発
話
を
直
接
引
用

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
話
者
の
立
場
か
ら
言
い
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
直
接
引
用
の
よ
う
な
形
を
取
っ
て
い
な
が
ら
、
直
接
引

用
で
は
な
い
と
表
明
し
て
い
る
。
聞
い
た
こ
と
を
再
現
し
て
い
る
形
に
は
な
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
断
り
書
き

付
き
が
つ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 
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接
続
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
も
「
み
た
い
だ
」
の
特
徴
で
あ
る
。「
み
た
い
だ
」
は
体
言
及
び
活
用
語
の
終
止
形
に
直
接
つ
く
。「
よ
う
だ
」

は
発
話
内
容
と
接
続
す
る
時
、
多
く
の
場
合
「
と
い
う
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
。「
み
た
い
だ
」
も
「
と
い
う
み
た
い
に
」

の
か
た
ち
も
あ
る
。
し
か
し
、
「
と
い
う
」
が
な
く
て
も
文
は
成
立
す
る
。 

 

発
話
思
考
内
容
に
接
続
す
る
と
き
「
み
た
い
だ
」
は
比
喩
に
し
ろ
、
例
示
に
し
ろ
、
ま
た
不
確
か
な
断
定
に
し
ろ
、
「
『
引
用
内
容
』
み

た
い
な
／
に
」
で
済
む
。
発
話
思
考
内
容
に
終
助
詞
が
つ
い
て
も
、
「
で
す
・
ま
す
」
が
つ
い
て
も
接
続
で
き
る
し
、
「
み
た
い
な･

･

」
と

文
を
中
止
し
て
も
良
い
。
こ
う
考
え
る
と
実
に
便
利
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
中
止
す
る
場
合
、「
み
た
い
だ
」
と
終
止
形
に
な
っ
た
り

せ
ず
、
圧
倒
的
に
「
み
た
い
な･

･

」
に
な
る
の
も
興
味
深
い
。「
み
た
い
な･

･

」
を
、
安
易
に
下
略
と
言
っ
て
い
い
の
か
ど
う
か
、
た
め
ら

わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
／
な
」「
～
と
い
う
よ
う
に
／
な
」
よ
り
「
～
み
た
い
に
／
な
」
の
ほ
う
が
短
い
し
、
便
利
に
使
え
る
表
現
と

言
え
そ
う
で
あ
る
。
短
い
の
に
臨
場
感
が
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
心
的
態
度
も
標
榜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
～

み
た
い
に
／
な
」
に
拒
否
感
を
持
た
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
か
ら
書
き
言
葉
に
も
入
っ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
と
も
一
時
の
流

行
語
的
な
役
割
で
終
わ
る
の
か
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

３-

３-

５ 

お
わ
り
に 

 
 

最
初
の
「
と
て
も
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
」
と
い
う
、
若
者
に
愛
用
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
「
み
た
い
な
」
は
、
自
分
の
不
確

か
な
心
的
態
度
を
残
し
な
が
ら
も
引
用
を
取
り
込
む
便
利
な
表
現
形
式
で
あ
り
、「
と
て
も
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
・
・
」
も
そ
の
延

長
線
上
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
便
利
で
は
あ
る
が
、
客
観
的
に
正
確
に
言
い
表
そ
う
と
努
力
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
発
話
思

考
の
内
容
を
主
観
的
に
捉
え
た
ま
ま
表
す
に
止
ま
る
表
現
で
あ
る
、
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。 
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【
注
】 

（
注
一
）
拙
稿 

（
一
九
九
九
）
「
『
～
と
ば
か
り
に
』
『
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
』
」
『
立
教
大
学
日
本
語
研
究
』
第
六
号 

（
注
二
）
鎌
田
修
（
二
〇
〇
〇
）
『
日
本
語
の
引
用
』 

 

【
参
考
文
献
】 

鎌
田
修
（
二
〇
〇
〇
）
『
日
本
語
の
引
用
』
ひ
つ
じ
書
房 
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終
章 

 
終
わ
る
に
当
た
り
各
章
の
ま
と
め
を
記
す
。 

 第
一
章
ま
と
め 

一
九
八
一
年
に
試
用
版
と
し
て
発
行
さ
れ
、
代
表
的
な
日
本
語
教
科
書
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
日
本
語
初
歩
』（
注
一
）
の
一
五
課
「
え
い

ご
で
何
と
言
い
ま
す
か
」
文
の
か
た
（
３
）
に
は
次
の
よ
う
な
例
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。 

①
「
お
元
気
で
す
か
。
」
と
言
っ
て
、
あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
た
。 

 
 

②
「
ご
め
ん
な
さ
い
。
」
と
言
っ
て
、
あ
や
ま
り
ま
し
た
。 

 
 

③
「
す
み
ま
せ
ん
が
、
ト
イ
レ
は
ど
こ
で
す
か
。
」
と
言
っ
て
、
た
ず
ね
ま
し
た
。 

 
 

④
「
ま
た
、
会
い
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
て
、
別
れ
ま
し
た
。 

 
 

⑤
「
し
つ
れ
い
し
ま
す
。
」
と
言
っ
て
、
い
す
に
か
け
ま
し
た
。 

こ
の
「
文
の
か
た
」
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
例
文
の
う
ち
、
①
②
③
④
の
文
は
不
自
然
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
引
用
の
「
と
」
を
受
け
る
の

は
本
来
「
言
う
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
作
ら
れ
た
文
で
は
な
い
か
と
思
う
ほ
ど
、「
言
っ
て
」
が
な
い
文
の
ほ
う
が
自

然
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
例
文
は
日
本
語
母
語
話
者
の
発
話
で
は
な
く
、
日
本
語
の
構
造
を
示
す
た
め
に
作
ら
れ
た
文
と
理
解
す
る
ほ
か

は
な
い
。 

こ
の
点
、
⑤
は
発
話
の
後
に
、
「
い
す
に
か
け
た
」
と
い
う
動
作
が
行
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
「
と
言
っ
て
」
を
省
略
す
る
と
、
不
自
然
さ

が
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
語
の
教
科
書
で
は
「
言
う
」｢

思
う｣

「
伝
え
る
」
く
ら
い
の
動
詞
し
か
引
用
の
「
と
」
と
共
に
紹
介
さ
れ
な
い
の

で
、
こ
の
『
日
本
語
初
歩
』
の
導
入
と
し
て
の
文
で
は
工
夫
が
あ
る
と
は
認
め
た
い
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
五
つ
の
例
文
が
並
ん
で
い
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る
が
、
そ
こ
に
違
和
感
が
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
母
語
話
者
で
あ
る
筆
者
の
こ
の
感
覚
は
何
に
由
来
す
る
の
か
疑
問
に
思
う

が
、
日
本
語
の
文
法
書
を
見
て
も
解
決
は
な
か
な
か
難
し
い
（
注
二
）
。 

こ
こ
で
、
第
一
章
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
、
日
本
語
に
お
け
る
引
用
文
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。 

『
日
本
語
初
歩
』
の
例
文
だ
け
を
見
て
も
、
日
本
語
に
お
け
る
引
用
文
は
、
発
話
を
表
す
動
詞
「
言
う
」
を
つ
け
れ
ば
全
て
成
立
す
る

と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
。
日
本
語
史
に
お
い
て
引
用
文
に
も
幾
つ
か
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
見

ら
れ
る
。
誰
か
が
何
か
を
言
っ
た
こ
と
を
表
す
文
は
ど
の
時
代
に
も
必
要
だ
っ
た
し
、
人
々
は
様
々
に
書
き
分
け
て
き
た
。
こ
こ
で
こ
の

引
用
文
の
変
遷
を
も
う
一
度
簡
潔
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。 

 構
文
か
ら
見
る
引
用
文
の
ス
タ
イ
ル 

 

『
古
事
記
』
に
お
け
る
漢
文
訓
読
文
の
引
用
文
は
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
が
最
多
で
あ
る
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
言
表

内
容
の
前
後
を
二
つ
の
動
詞
が
挟
む
も
の
で
、
「
の
ら
さ
く
～
の
ら
す
」
「
ま
を
さ
く
～
ま
を
す
」
の
よ
う
に
Ｖ
１
Ｖ
２
は
同
じ
動
詞
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
次
に
②
「
Ｖ
『
発
話
思
考
内
容
』
」
が
続
く
。
こ
の
形
は
歌
謡
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
き
に
多
く
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
も
あ
る
が
、
こ
の
３
つ
の
パ
タ
ー
ン
の
な
か
で
は
一
番
数
が
少
な
い
。 

『
発
話
思
考

内
容
』
を
受
け
る
助
詞
は
「
と
」
だ
け
で
、
「
と
て
」
は
使
用
例
が
み
ら
れ
な
い
。
Ｖ
１
Ｖ
２
に
使
用
さ
れ
て
い
る
動
詞
は
頻
度
順
に
、

「
の
ら
す
」
「
ま
を
す
」
「
い
ふ
」
「
こ
と
よ
す
」
「
を
し
え
る
」
「
こ
ふ
」
「
お
ぼ
す
」
「
と
こ
は
む
」
「
か
た
る
」
「
お
も
ほ
す
」

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
言
表
内
容
を
表
す
動
詞
で
、
動
作
を
表
す
動
詞
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

『
万
葉
集
』
は
題
詞
左
注
と
和
歌
の
部
分
で
は
大
き
く
異
な
る
。
題
詞
左
注
は
、
『
古
事
記
』
の
漢
文
訓
読
文
と
同
じ
く
、
①
「
Ｖ
１

『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
か
、
②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
「
い
は
く
～
い
ふ
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
和
歌
は
異
な
る
。
長
歌
で
は
①
が
あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
は
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
あ
る
。
こ
の
Ｖ
２
は
、

頻
度
順
に
、
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
「
待
つ
」
「
知
る
」
「
聞
く
」
「
告
ぐ
」
「
問
ふ
」
「
み
る
」
「
語
る
」
「
頼
む
」
「
い
る
」
な
ど
、

異
な
り
語
で
は
６
０
以
上
あ
る
。
発
話
を
表
す
動
詞
「
い
ふ
」
と
心
内
発
話
を
表
す
動
詞
「
思
ふ
」
が
、
突
出
し
て
用
例
が
多
い
中
で
、

「
待
つ
」
「
振
る
」
「
寝
る
」
な
ど
、
発
話
で
は
な
い
、
動
作
の
動
詞
も
使
わ
れ
て
い
る
。 

 
 

『
万
葉
集
』
で
は
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
文
に
は
様
々
な
動
詞
が
使
用
さ
れ
、
『
発
話
思
考
内
容
』
は
発
話
、
心
内
発

話
、
受
信
内
容
、
動
作
の
意
図
、
動
作
の
心
内
発
話
、
動
作
の
意
味
、
動
作
の
理
由
、
比
喩
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
、
特
に

長
歌
で
は
な
い
短
歌
に
は
字
数
に
制
約
が
あ
り
効
率
の
良
い
表
現
が
求
め
ら
れ
る
た
め
か
、
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
ス

タ
イ
ル
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
「
待
つ
」
の
用
例
は
一
五
例
と
、
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
に
次
い
で
い
る
が
、
「
～
と
言
っ
て
待
つ
」
と
か
、

「
～
と
思
っ
て
待
つ
」
と
か
は
な
い
。
「
～
と
待
つ
」
で
あ
る
。 

『
竹
取
物
語
』
の
用
例
で
は
上
記
①
の
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル

が
見
ら
れ
る
。
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
関
係
で
は
、
「
い
は
く
～
い
ふ
」
「
申
す
よ
う
～
申
す
」
な
ど
同
じ
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が
多
い
が
、

「
い
は
く
～
申
す
」
な
ど
違
う
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
で
は
発
話
の
動
詞
の
み
が
使
わ
れ
て
お
り
、
動
作
を
表
す
動
詞
は
使
わ

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
は
「
い
は
く
『
発
話
思
考
内
容
』
」
「
い
ふ
よ
う
『
『
発
話
思
考
内
容
』
」
な
ど
、

①
の
Ｖ
２
が
な
い
形
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
当
然
Ｖ
１
は
発
話
を
表
す
、
申
す
、
言
ふ
な
ど
で
あ
る
。
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」

も
用
例
が
あ
る
。
発
話
に
関
す
る
「
い
ふ
」「
の
た
ま
ふ
」「
申
す
」「
と
ふ
」「
奏
す
」「
お
は
す
」「
告
ぐ
」「
答
ふ
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。

ま
た
、
思
考
に
関
す
る
「
お
ぼ
す
」
「
思
ふ
」
、
発
話
に
伴
う
動
作
「
泣
く
」
「
笑
ふ
」
、
心
の
状
態
を
表
す
動
詞
「
は
ら
だ
つ
」
「
ね
た
む
」

な
ど
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
は
、
「
い
ふ
～
い
ふ
」｢

奏
す
～
奏
す｣

な
ど
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
共
に

終
止
形
と
い
う
例
も
見
ら
れ
た
。 
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『
竹
取
物
語
』
で
は
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
』
と
て
Ｖ
２
」
の
用
例
と
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
用
例
が
み
ら
れ
る
。

Ｖ
１
は
「
と
」
と
同
じ
く
、
「
言
う
」
な
ど
発
話
を
表
す
動
詞
だ
が
、
Ｖ
２
は
次
の
よ
う
な
動
詞
が
使
わ
れ
る
。
「
入
れ
る
」
「
参
る
」

「
出
づ
」
「
奉
る
」
「
こ
ぼ
つ
」
「
伏
し
拝
む
」
「
来
」
「
い
だ
す
」
「
た
ぶ
」
「
率
る
」
「
寄
す
」
「
泣
く
」
な
ど
で
あ
る
。
動
作
を

表
す
動
詞
で
あ
り
、
発
話
を
表
す
動
詞
の
用
例
は
無
い
。
「
い
と
ま
申
す
」
は
、
行
為
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
と
て
」
に
後

置
さ
れ
る
Ｖ
２
の
ほ
う
が
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
よ
り
少
数
で
あ
る
。 

『
土
左
日
記
』
の
用
例
に
も
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
②
「
Ｖ
『
発
話
思
考
内
容
』
」
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』

と
・
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
が
見
ら
れ
る
。
「
と
」
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
は
『
竹
取
物
語
』
と
同
じ
く
「
と
」
が
多
数
で
あ

る
。
『
土
左
日
記
』
に
は
、
和
歌
が
五
七
首
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
Ｖ
２
「
詠
む
」
に
内
容
は
必
須
で
あ
る
。
Ｖ
１
と
し
て
使
わ
れ
る
動
詞

は
、
発
話
動
詞
で
あ
る
が
、
特
に
和
歌
の
前
の
Ｖ
１
は
「
い
は
く
」「
い
ふ
や
う
」
な
ど
で
は
な
く
「
よ
め
り
け
る
」
「
よ
め
る
」
「
い
へ

る
」
な
ど
、
連
体
形
と
連
体
修
飾
さ
れ
た
名
詞
が
置
か
れ
る
例
が
目
に
つ
く
。
動
詞
の
連
体
形
が
終
止
形
へ
と
移
行
す
る
過
程
で
、
引
用

文
に
二
つ
あ
っ
た
動
詞
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
切
り
離
さ
れ
、
引
用
文
一
文
に
動
詞
一
つ
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
場
合
の
Ｖ
１
に
つ
い
て
も
連
体
修
飾
さ
れ
た
名
詞
や
連
体
形
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で

の
ス
タ
イ
ル
と
は
異
な
っ
て
い
る
。 

 

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
も
、
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
か
、
②
「
Ｖ
１
『
内
容
』
」
③
「
『
内
容
』
と
・
と

て
Ｖ
２
」
の
例
が
あ
る
。
Ｖ
１
に
も
、
Ｖ
２
に
も
「
申
す
」
の
使
用
例
が
突
出
し
て
い
る
の
が
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
Ｖ
１
は
発
話
動
詞

に
限
ら
れ
、
発
話
（
心
内
発
話
を
含
む
）
以
外
の
動
詞
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｖ
２
は
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
場
合
と
「
と
て
」
に
後

置
さ
れ
る
場
合
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
で
、
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
同
じ
で
あ
る
場
合
は
「
と
」

だ
け
で
あ
る
。
ま
た
Ｖ
１
と
Ｖ
２
が
違
う
動
詞
で
あ
っ
て
も
、
Ｖ
２
は
発
話
を
表
す
動
詞
で
あ
る
。
「
と
て
」
の
場
合
は
Ｖ
２
は
発
話
後
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の
動
作
を
表
す
動
詞
が
用
い
ら
れ
る
。 

Ｖ
１
Ｖ
２
の
二
つ
の
動
詞
が
『
発
話
思
考
内
容
』
を
挟
む
場
合
よ
り
、
一
つ
の
動
詞
Ｖ
２
が
後
置
さ
れ
る
場
合
、
つ
ま
り
③
『
発
話
思

考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
の
例
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。
③
は
、
①
の
「
Ｖ
１
」
が
な
い
文
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
同
じ
二
つ
の
動
詞
が
一
つ
の
文
に
あ
る
こ
と
は
冗
長
に
な
る
感
は
免
れ
ず
、
合
理
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
つ
の

動
詞
が
引
用
内
容
を
挟
む
文
で
は
引
用
内
容
が
長
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
逆
に
長
く
な
る
こ
と
か
ら
、
引
用
内
容
の
前
の
動
詞
Ｖ

１
が
切
り
離
さ
れ
、
Ｖ
１
を
含
む
文
と
、
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
を
含
む
二
つ
の
文
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
も

見
ら
れ
る
。 

構
文
に
か
か
わ
ら
ず
、
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
、
「
と
」
と
「
と
て
」
で
は
異
な
り
、
「
と
」
は
主
に
発
話
動
詞
、
「
と
て
」
は
動
作
動
詞

と
い
う
区
別
が
認
め
ら
れ
る
。「
喰
う
」
な
ど
、
発
話
に
は
無
関
係
に
見
え
る
動
詞
で
も
、「
（
虫
が
）
喰
っ
て
い
る
」
と
「
文
字
が
書
い
て

あ
る
」
と
同
義
で
あ
る
場
合
、
「
と
」
が
後
置
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
動
詞
、
例
え
ば
「
申
す
」
が
頻

度
で
は
圧
倒
的
に
優
位
だ
が
、
異
な
り
語
で
は
「
と
て
」
が
多
く
、
発
話
後
の
動
作
が
Ｖ
２
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

「
と
て
」
が
受
け
る
Ｖ
２
の
う
ち
、
一
番
多
か
っ
た
の
が
「
泣
く
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
「
と
」
で
も
用
例
が
見
ら
れ
る
。
引
用
内

容
と
「
泣
く
」
の
関
係
は
単
純
で
は
な
い
。
言
っ
た
の
か
、
思
っ
た
の
か
、
一
度
だ
け
で
は
な
く
何
度
も
長
時
間
に
わ
た
っ
て
発
話
行
為

と
泣
く
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
か
、
発
話
し
て
か
ら
泣
く
の
か
、
泣
き
な
が
ら
発
話
す
る
の
か
、
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
「
泣
く
」
と
い
う
Ｖ
２
が
『
発
話
思
考
内
容
』
と
つ
な
が
る
と
き
、
前
述
の
よ
う
に
「
と
て
」
が
使
用
さ
れ
る
例
が
多
く
見

ら
れ
た
が
、「
と
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
発
話
に
伴
う
行
為
や
発
話
に
伴
う
感
情
の
表
出
か
、
或
い
は
発
話
後
の
動
作
か
、
「
と
」

「
と
て
」
の
Ｖ
２
使
用
領
域
が
近
接
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
両
者
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
グ
レ
イ
ゾ
ー
ン
と
で
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
が

あ
る
よ
う
だ
。 
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『
伊
曾
保
物
語
』
に
は
、
『
平
家
物
語
』
と
は
違
う
特
色
が
あ
る
。
ま
ず
、
Ｖ
２
の
最
多
が
「
言
ふ
」
で
あ
る
こ
と
、
「
と
て
」
で
う

け
る
Ｖ
２
は
六
例
と
ご
く
少
数
で
あ
る
こ
と
、
②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
の
よ
う
に
「
言
ふ
に
は
～
」「
言
ふ
に
は
～
と
」
と
、
内

容
の
前
に
Ｖ
１
「
言
ふ
」
が
置
か
れ
る
例
が
四
五
例
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
名
草
子
と
比
べ
て
み
る
と
、
天
草
本
は
翻
訳
さ
れ
た

日
本
語
で
あ
る
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

御
伽
草
子
も
、
引
用
の
ス
タ
イ
ル
は
前
出
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
は
一

致
度
が
低
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
引
用
文
の
ス
タ
イ
ル
が
く
ず
れ
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
に
単
純
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
よ
う
だ
。
ま
た
、
Ｖ
１
も
、
Ｖ
２
も
な
く
て
、
た
だ
発
話
だ
け
を
連
ね
る
表
現
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
と
て
」
に
は
使
用
例

は
あ
る
が
、
「
と
」
に
比
べ
て
少
な
く
、
ま
た｢

泣
く｣

な
ど
は
「
と
」
も
「
と
て
」
も
後
置
さ
れ
る
な
ど
、
使
い
分
け
が
曖
昧
で
あ
る
。 

井
原
西
鶴
『
日
本
永
代
蔵
』
で
は
Ｖ
１
と
Ｖ
２
の
二
つ
の
動
詞
が
内
容
を
挟
む
例
を
見
る
と
五
例
し
か
な
い
。
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考

内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
は
減
少
の
道
を
辿
っ
て
い
る
。
更
に
、
Ｖ
２
に
前
置
さ
れ
る
「
と
」
と
「
と
て
」
を
調
べ
て
み
る

と
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
は
一
八
二
例
あ
る
の
に
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
は
一
三
例
で
あ
り
、
「
と
て
」
の
縮
小

が
更
に
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
Ｖ
２
に
「
書
く
」
が
使
わ
れ
る
と
き
、
「
内
容
」
を
書
く
時
は
「
と
」
、
「
内
容
」
を
発
話
し
て
他

の
こ
と
を
書
い
た
と
き
は
「
と
て
」
と
区
別
が
あ
っ
た
の
に
、
西
鶴
で
は
ど
ち
ら
も
「
と
」
が
使
わ
れ
る
例
が
あ
る
。
「
と
」
は
「
と
て
」

に
後
置
さ
れ
て
い
た
Ｖ
２
も
吸
収
し
つ
つ
あ
り
、
使
用
領
域
が
拡
大
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

引
用
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
簡
略
化
の
方
向
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
今
ま
で
見
て
き
た
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の

よ
う
に
前
後
を
二
つ
の
動
詞
で
挟
む
ス
タ
イ
ル
は
ご
く
少
数
と
な
り
、
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
よ
う
な
一
つ
の
動
詞
の
ス
タ

イ
ル
に
集
約
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
更
に
「
と
」
も
「
Ｖ
２
」
も
な
く
「
『
発
話
思
考
内
容
』
」
だ
け
を
並
べ
る
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
近
世
後
期
の
会
話
体
の
文
芸
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 
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近
世
後
期
か
ら
現
代
で
は
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
・
と
て
Ｖ
２
」
と
②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
は
特
殊
な
領
域
を
除
け

ば
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
③
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
も
樋
口
一
葉
の
よ
う
に
特
別
な
例
を
除
け
ば
姿
を
消
し
た
と
言

っ
て
も
良
い
。
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
と
、
④
「
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
、
二
つ
の
ス
タ
イ
ル
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。 

小
説
な
ど
に
お
け
る
引
用
の
ス
タ
イ
ル
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
発
話
さ
れ
た
会
話
を
書
き
表
す
時
に
、
だ
れ
だ
れ
が
何
々
を
言
っ
た
と

い
う
文
③
よ
り
も
、
発
話
内
容
だ
け
が
記
さ
れ
る
④
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
か
ら
現
代
ま
で
共
通
し
て
み
ら
れ
た
。
作
品
に

よ
っ
て
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
小
説
は
三
上
の
言
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
で
発
話
が
繋
が
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
④
だ
け
で
小
説
が
構

成
さ
れ
る
例
ま
で
あ
っ
た
。『
浮
世
風
呂
』
な
ど
の
滑
稽
本
や
『
遊
子
方
言
』
な
ど
の
洒
落
本
、
ま
た
草
双
紙
と
い
っ
た
江
戸
後
期
の
会
話

体
の
小
説
と
の
共
通
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

ま
た
、「
と
」
が
動
詞
に
繋
ぐ
文
③
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
で
は
Ｖ
２
が
発
話
動
詞
と
、
引
用
内
容
の
あ
と
の
動
作
に
焦
点
が

あ
る
動
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
作
家
に
よ
っ
て
異
な
る
様
相
を
呈
す
る
。
作
家
に
よ
る
個
性
の
差
は
大
き
く
「
『
発
話
思
考
内
容
』

と
Ｖ
２
」
で
は
、
芥
川
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
「
言
う
」
し
か
現
れ
な
い
作
家
も
い
る
し
、
永
井
荷
風
の
よ
う
に
動
作
動
詞
が
多
く
使
わ
れ

て
い
る
作
家
も
い
る
。 

村
上
春
樹
の
作
品
は
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
。
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
言
う
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
が
あ
り
、
は
じ
め
に
英

文
で
小
説
を
書
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
、
こ
の
作
家
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
見
方
を
変
え
れ
ば
こ
の
Ｖ
２
は
、
あ
と

の
文
で
は
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
新
し
い
引
用
の
ス
タ
イ
ル
を
示
し
て
い
る
。 

以
上
、
各
時
代
の
文
献
の
例
に
あ
た
り
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
抽
出
し
た
引
用
の
ス
タ
イ
ル
を
Ａ
構
文
か

ら
見
た
引
用
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
七
パ
タ
ー
ン
に
な
る
。 
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Ａ 

構
文
か
ら
見
た
引
用
の
ス
タ
イ
ル 

①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」 

②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
』
と
て
Ｖ
２
」 

③
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
（
と
）
」 

④
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」 

⑤
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」 

⑥
「
『
発
話
思
考
内
容
』
」 

⑦
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
。
『
発
話
・
思
考
内
容
』
」 

 そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
特
徴
を
短
く
ま
と
め
る
。 

①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」 

『
古
事
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
引
用
形
式
。
『
発
話
・
思
考
内
容
』
を
表
す
場
合
、
二
つ
の
同
じ
動
詞
が
内
容
の
前
後
を
挟
む
ス
タ

イ
ル
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
の
引
用
形
式
で
あ
り
、
Ｖ
１
も
Ｖ
２
も
発
話
思
考
の
動
詞
で
あ
る
。 

②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」 

「
と
て
」
が
『
発
話
・
思
考
内
容
』
に
後
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
Ｖ
１
が
発
話
思
考
の
動
詞
で
あ
る

た
め
、
「
Ｖ
１
『
発
話
・
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２
は
発
話
後
の
動
作
で
あ
る
。 

③
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
（
と
）
」 

①
の
Ｖ
２
が
な
い
ス
タ
イ
ル
と
い
え
る
。
「
と
」
は
後
置
さ
れ
る
と
き
と
さ
れ
な
い
と
き
が
あ
る
。
「
と
て
」
は
後
置
さ
れ
な
い
。
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『
伊
曾
保
物
語
』
に
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
翻
訳
文
で
あ
る
こ
と
の
影
響
か
と
思
わ
れ
る
。 

④
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」 

 
 

『
万
葉
集
』
以
来
現
代
ま
で
優
位
を
保
ち
続
け
て
き
た
引
用
形
式
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
『
万
葉
集
』
の
歌
に
多
数
確
認
で
き
る
。

①
が
切
り
離
さ
れ
、
一
つ
の
文
に
一
つ
の
Ｖ
が
後
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
に
「
と
」
の
意
味
用
法
が
拡

大
す
る
中
で
⑤
も
吸
収
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

⑤
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」 

 
 

『
竹
取
物
語
』
に
見
ら
れ
る
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
、
②
の
Ｖ
１
が
な
い
か
た
ち
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
時
代
が
下
る
に

従
っ
て
「
と
て
」
は
次
第
に
「
と
」
に
吸
収
さ
れ
て
、
現
代
で
は
、
特
別
な
作
家
を
除
け
ば
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。 

⑥
「
『
発
話
思
考
内
容
』
」 

 
 

こ
の
、
Ｖ
１
も
Ｖ
２
も
、
つ
ま
り
動
詞
は
使
わ
ず
、
た
だ
『
発
話
思
考
内
容
』
だ
け
を
記
す
ス
タ
イ
ル
は
、
御
伽
草
子
あ
た
り
か
ら

現
れ
始
め
た
。
近
世
後
期
か
ら
の
草
双
紙
、
洒
落
本
、
滑
稽
本
な
ど
会
話
体
の
文
芸
で
は
こ
の
「
『
発
話
思
考
内
容
』
」
だ
け
を
記

す
ス
タ
イ
ル
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
現
代
で
も
三
上
の
い
う
「
セ
リ
フ
止
め
」
と
し
て
、
小
説
で
は
直
接
引
用
文
の
か
な
り
の
部
分

を
占
め
て
い
る
。 

⑦
「
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
。
『
発
話
思
考
内
容
』
」 

村
上
春
樹
の
小
説
に
見
ら
れ
る
引
用
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
ひ
と
続
き
の
『
発
話
思
考
内
容
』
に
途
中
で
Ｖ
２
を
入
れ
て
一
旦
終
了

し
、
続
け
て
残
り
の
『
発
話
思
考
内
容
』
を
示
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
④
と
⑥
の
組
み
合
わ
せ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
こ

の
Ｖ
２
は
後
の
文
か
ら
見
る
と
ち
ょ
う
ど
の
②
の
よ
う
に
Ｖ
２
が
Ｖ
１
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
Ｖ
１
は
全
く
消
え
去
っ
た
わ
け
で

は
な
い
と
思
わ
せ
ら
れ
る
用
例
で
あ
る
。
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
引
用
の
ス
タ
イ
ル
は
今
も
流
動
的
で
あ
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る
こ
と
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。 

 

補
助
記
号
を
使
う
引
用 

「
『
発
話
思
考
内
容
』
」
を
そ
の
ま
ま
な
ら
べ
る
ス
タ
イ
ル
で
は
、
発
話
思
考
内
容
を
表
現
す
る
た
め
に
、
引
用
構
文
に
す
る
の
と
は

異
な
る
方
法
で
の
引
用
を
表
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
構
文
で
は
Ｖ
１
Ｖ
２
や
「
と
」
「
と
て
」
な
ど
が
『
発
話
思
考
内
容
』
の
開

始
点
と
終
止
点
も
示
す
が
、
『
発
話
思
考
内
容
』
だ
け
連
ね
る
と
な
る
と
こ
の
点
が
不
明
瞭
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
草
双
紙
の
よ
う
に
絵

と
地
の
文
と
発
話
が
交
ぜ
書
き
に
な
っ
た
り
す
る
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
言
っ
た
こ
と
や
、
思
っ
た
こ
と
を
補
助
記
号
で

区
別
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。 

近
世
後
期
の
文
芸
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
、
「
吹
き
出
し
」
と
庵
点
は
、
前
者
は
現
代
に
も
漫
画
な
ど
に
使
わ
れ
る
「
吹
き
出
し
」
へ
、

ま
た
、
後
者
は
現
代
文
の
会
話
を
示
す
引
用
符
へ
と
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
補
助
記
号
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
Ｂ
補
助
記
号
を
使
う
引
用
と

し
て
ま
と
め
て
お
く
。 

 Ｂ
補
助
記
号
を
使
う
引
用 

①
「
吹
き
出
し
」 

②
庵
点 

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
短
く
述
べ
る
。 

①
「
吹
き
出
し
」 

草
双
紙
に
あ
る
「
吹
き
出
し
」
は
登
場
人
物
が
見
た
夢
な
ど
を
視
覚
的
に
書
き
込
む
た
め
に
空
間
を
区
切
る
線
で
あ
っ
た
。
「
吹
き
出
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し
」
の
中
は
多
く
の
場
合
は
絵
で
あ
る
。
人
間
の
胸
や
背
中
あ
た
り
か
ら
吹
き
出
す
線
の
中
に
、
他
人
に
は
見
え
な
い
心
の
葛
藤
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
主
に
思
っ
た
こ
と
を
絵
で
描
く
表
現
で
あ
る
が
、
時
に
は
文
字
も
書
き
込
ま
れ
る
。
心
の
中
で
起
こ
っ
た

こ
と
を
視
覚
化
し
て
引
用
し
て
い
る
表
現
形
式
で
あ
っ
た
が
、
後
に
文
字
だ
け
の
「
吹
き
出
し
」
も
見
る
よ
う
に
な
る
。
「
吹
き
出
し
」

に
は
必
ず
起
点
が
描
か
れ
る
の
で
、
思
っ
た
こ
と
や
言
っ
た
こ
と
の
主
は
視
覚
的
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
『
発
話
思
考
内
容
』
は
音

声
が
伴
う
の
か
、
心
の
中
だ
け
な
の
か
曖
昧
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

②
庵
点 

草
双
紙
の
黒
本
な
ど
で
は
和
歌
が
引
用
さ
れ
る
と
き
、
開
始
に
庵
点
が
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
発
話
と
地
の
文
と
区
別
す
る
な
ど

使
わ
れ
る
頻
度
が
高
く
な
り
、
や
が
て
人
物
の
発
話
の
開
始
を
表
す
時
の
記
号
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
閉
じ
括

弧
も
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
形
も
次
第
に
現
代
の
引
用
符
に
近
く
な
っ
て
い
っ
た
。
同
じ
紙
面
に
地
の
文
と
絵
と
人
間
の
発
話
な
ど
が
書
き

込
ま
れ
る
表
現
で
は
、
発
話
の
開
始
を
区
別
す
る
記
号
が
必
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
庵
点
で
表
さ
れ
る
発
話
主
は
、
近
く
に
い
る
人
と

い
う
曖
昧
な
設
定
で
あ
る
。
音
声
的
な
効
果
を
狙
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
音
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
か
、
心
内
発
話
な
の

か
、
ど
の
よ
う
な
動
作
と
関
連
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
読
者
の
想
像
に
任
さ
れ
て
い
る
。
庵
点
そ
の
も
の
は
現
在
で
は
特
別
な
例
を
除

い
て
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
引
用
符
が
『
発
話
思
考
内
容
』
を
表
す
こ
と
は
日
本
語
の
表
記
の
標
準
と
な
っ
た
。
ま
た
、
『
発
話
思
考
内

容
』
を
連
ね
て
話
を
進
行
さ
せ
る
表
現
形
式
は
近
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。 

 

言
っ
た
こ
と
や
思
っ
た
こ
と
を
表
す
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
日
本
語
は
多
彩
な
表
現
を
し
て
き
た
。
『
発
話
思
考
内
容
』
の
前
に
動

詞
が
来
る
ス
タ
イ
ル
で
「
Ｖ
１
『
発
話
内
容
』
」
、
つ
ま
り
発
話
内
容
の
前
に
発
話
主
と
発
話
動
詞
が
あ
る
構
文
は
、
非
常
に
明
確
な
引

用
文
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本
語
史
の
中
で
使
用
例
が
幾
つ
か
の
時
代
に
見
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
構
文
は
定



247 

着
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
「
『
発
話
・
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
ス
タ
イ
ル
が
定
着
し
た
。
『
発
話
思
考
内
容
』
を
受
け
る
「
と
」
と

「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
両
者
で
は
異
な
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
区
別
が
曖
昧
に
な
り
混
用
さ
れ
て
「
と
て
」
存
在
の
意
味
が
無

く
な
り
消
滅
し
た
。
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
、
発
話
思
考
動
詞
よ
り
更
に
広
い
も
の
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
言
う
」
や
「
思
う
」

な
ど
は
代
表
的
な
Ｖ
２
で
は
あ
る
が
、
発
話
思
考
動
詞
で
は
な
い
Ｖ
２
動
詞
も
多
数
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

発
話
動
詞
と
は
言
う
が
、
日
本
語
の
場
合
は
必
ず
し
も
情
報
伝
達
の
目
的
で
引
用
文
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
発
話
に
伴
う
動
作
を
表

し
た
り
、
発
話
を
比
喩
と
し
て
表
し
た
り
、
発
話
と
同
じ
動
作
を
表
し
た
り
と
多
彩
で
あ
る
。
結
局
、
変
遷
を
辿
っ
て
は
来
た
が
、
『
万

葉
集
』
で
の
用
法
が
今
で
も
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

は
じ
め
に
問
題
意
識
と
し
て
あ
げ
た
日
本
語
の
教
科
書
『
日
本
語
初
歩
』
に
戻
ろ
う
。 

①
「
お
元
気
で
す
か
。
」
と
言
っ
て
、
あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
た
。
②
「
ご
め
ん
な
さ
い
。
」
と
言
っ
て
、
あ
や
ま
り
ま
し
た
。
③
「
す
み

ま
せ
ん
が
、
ト
イ
レ
は
ど
こ
で
す
か
。
」
と
言
っ
て
、
た
ず
ね
ま
し
た
。
④
「
ま
た
、
会
い
ま
し
ょ
う
。
」
と
言
っ
て
、
別
れ
ま
し
た
。
⑤

「
し
つ
れ
い
し
ま
す
。
」
と
言
っ
て
、
い
す
に
か
け
ま
し
た
、
五
つ
の
文
の
「
『
発
話
・
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
Ｖ
２
を
「
言
っ
て
」

を
除
い
て
「
挨
拶
す
る
」
「
尋
ね
る
」
「
あ
や
ま
る
」
「
別
れ
る
」
「
い
す
に
か
け
る
」
を
、
「
発
話
内
容
」
と
直
接
繋
い
で
も
、
誤
用

と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
⑤
だ
け
は
動
作
の
順
序
を
言
う
な
ら
「
言
う
」
は
必
要
だ
が
、
発
話
に
伴
う
動
作
で
「
い
す
に
か
け
た
」
こ

と
が
言
い
た
い
の
な
ら
、
「
言
う
」
は
不
要
で
あ
る
状
況
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。 

引
用
文
と
Ｖ
２
の
関
係
で
は
、
「
遅
い
な
と
待
っ
た
」
な
ど
の
場
合
は
い
つ
発
話
さ
れ
た
の
か
、
何
回
発
話
さ
れ
た
の
か
、
口
に
出
し

て
い
っ
た
か
、
心
で
思
っ
た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
「
待
っ
た
」
の
で
あ
る
。
「
待
つ
」
は
『
万
葉
集
』
か
ら
「
『
発

話
・
思
考
内
容
』
」
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
（
袖
を
）
振
る
」
の
よ
う
な
Ｖ
２
も
動
作
動
詞
で
あ
る
が
同
様
で
あ
る
。
松
浦
佐
用
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姫
が
「
『
（
恋
人
よ
）
帰
れ
』
と
領
巾

ひ

れ

を
ふ
っ
た
」
ご
と
く
、
「
『
さ
よ
う
な
ら
』
と
手
を
振
っ
た
」
と
言
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
『
さ

よ
う
な
ら
』
と
言
っ
て
手
を
振
っ
た
」
は
、
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
前
記
の
例
④
「
ま
た
あ
い
ま
し
ょ
う
」
は
「
別

れ
る
」
と
同
義
で
あ
り
「
『
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う
』
と
言
う
」
こ
と
は
別
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
『
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う
』
と
別
れ

る
」
は
「
と
い
っ
て
」
が
省
略
さ
れ
た
形
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
無
か
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。 

長
い
時
間
を
か
け
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
引
用
の
ス
タ
イ
ル
が
あ
る
一
方
、
『
発
話
思
考
内
容
』
だ
け
を
並
べ
る
い
わ
ゆ
る
「
セ
リ
フ

止
め
」
は
比
較
的
新
し
い
引
用
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
長
い
年
月
を
か
け
て
進
ん
で
き
た
簡
略
化
の
方
向
の
一
つ
の
現
れ
で
も
あ
ろ
う
か
。

こ
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
は
補
助
記
号
と
の
関
わ
り
を
述
べ
が
、
発
話
主
は
ど
う
表
記
さ
れ
て
き
た
の
か
、
役
割
語
と
い
わ
れ
る
語
と
の

の
関
連
は
ど
う
か
な
ど
、
考
え
て
み
る
べ
き
テ
ー
マ
は
未
だ
多
い
。
ま
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
普
及
と
共
に
、

今
後
ど
う
変
わ
っ
て
行
く
の
か
、
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

【
注
】 

 

(

注
一)

鈴
木
忍 

川
瀬
生
郎 

(

一
九
八
一) 

『
日
本
語
初
歩
』 

国
際
交
流
基
金 

(

注
二)

増
岡
隆
志 

田
窪
行
則
（
一
九
九
二
） 

『
基
礎
日
本
語
文
法
』
「
引
用
節
」
Ｐ
一
八
五
二-

五 

く
ろ
し
お
出
版 

 

第
二
章
ま
と
め 

中
村
幸
彦
『
戯
作
論
』
の
中
に
、
見
立
て
へ
の
言
及
が
あ
る
。 

 
 

 

見
立
て
の
微
妙
は
一
見
に
似
て
ゐ
な
い
或
い
は
似
て
ゐ
な
い
、
一
般
普
通
に
は
、
思
は
れ
る
物
、
あ
る
ひ
は
点
に
つ
い
て
類
似
を

発
見
す
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。（
中
略
）
出
来
上
が
っ
た
見
立
て
に
つ
け
ば
、
そ
の
類
似
点
を
巧
み
に
お
さ
へ
て
、
二
者
の
連
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絡
を
確
か
に
保
ち
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
点
を
除
い
た
他
の
部
分
は
出
来
る
だ
け
相
違
し
た
い
て
ほ
う
が
面
白
い
と
言
う
こ
と
に
な

る
。
（
注
一
） 

こ
の
、
見
立
て
と
い
う
語
を
高
橋
（
二
〇
〇
八
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

あ
る
も
の
を
別
の
或
る
も
の
で
表
現
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
見
立
」
と
い
う
語
は
近
世
俳
諧
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
う
し
た
表
現
方
法
は
中
古
か
ら
の
「
尽
く
し
も
の
」
の
系
譜
の
流
れ
の
末
に
あ
り
、
日
本
文
学
の
底
深
く
流
れ
て
い
る
。（
注
二
） 

 

あ
る
も
の
を
別
の
何
か
で
表
現
す
る
と
い
う
や
り
か
た
で
は
、
何
か
を
引
用
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
あ
る
も
の
Ａ
と
別
の

あ
る
も
の
Ｂ
の
ど
ち
ら
も
知
ら
な
け
れ
ば
そ
の
共
通
点
が
不
明
で
あ
り
、
表
現
し
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い
。
従
っ
て
面
白
い
か
ど
う
か

判
断
で
き
な
い
。
Ａ
を
表
現
す
る
た
め
に
Ｂ
を
引
用
す
る
方
法
は
様
々
な
場
で
使
わ
れ
る
、
特
に
江
戸
後
期
の
文
芸
で
は
そ
の
技
能
を
使

う
こ
と
が
す
な
わ
ち
創
作
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

戯
作
者
ほ
ど
羨
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
じ
人
に
は
糸
瓜
の
皮
の
や
う
に
お
も
は
る
る
よ
。
詩
歌
連
俳
故
事
来
歴
何
で
も
よ
り
ど

り
一
九
文
と
な
ら
べ
て
は
見
す
れ
ど
も
つ
い
あ
や
ま
り
て
は
り
弱
く
實
學
者
に
出
あ
ひ
て
は
一
言
も
流
し
に
出
あ
ふ
鼠
の
ご
と
く

尻
尾
を
ま
い
て
逃
げ
つ
べ
し
（
『
作
者
胎
内
十
月
図
』
序
） 

京
伝
の
弱
気
と
も
と
れ
る
が､

こ
の
文
が
『
徒
然
草
』
の
も
じ
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
、
戯
作
者
魂
を
表
現
し
て
い
る
、
と
も
言

え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
Ａ
を
表
現
す
る
た
め
に
Ｂ
を
引
用
す
る
方
法
は
こ
の
時
代
の
作
を
構
成
す
る
た
め
に

は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
Ａ
を
表
現
す
る
た
め
に
引
用
す
る
Ｂ
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
や

も
の
が
選
ば
れ
た
。
こ
の
章
で
は
素
材
の
引
用
か
ら
様
々
な
文
や
作
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
こ
で
、
二
章
で
述
べ
た
こ
と
を
要

約
し
な
が
ら
、
そ
の
実
態
の
一
隅
を
ま
と
め
る
。 
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点
と
し
て
の
引
用 

日
本
語
の
言
葉
遊
び
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
る
が
、
例
え
ば
、
し
り
と
り
は
語
の
終
わ
り
の
一
つ
の
音
で
繋
い
で
い
く
の
が
い
ち
ば
ん

よ
く
知
ら
れ
た
や
り
か
た
で
あ
る
。
現
代
の
子
供
達
に
も
愛
好
さ
れ
て
い
る
言
葉
遊
び
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
二
文
字
、
三
文
字
、
五
文

字
で
繋
ぐ
方
法
も
あ
っ
た
。
も
う
少
し
複
雑
な
地
口
尻
取
り
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
同
音
異
語
、
ま
た
は
音
が
似
た
も
の
を
繋
い
で
い

く
尻
取
り
で
あ
る
。
言
語
遊
戯
と
は
一
定
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
言
葉
を
選
ん
で
い
く
の
で
あ
る
が
、
尻
取
り
で
は
、
必
ず
相
手
が
発
し
た

言
葉
の
一
部
を
取
っ
て
、
同
音
異
語
、
あ
る
い
は
近
似
の
音
を
も
つ
語
を
も
っ
て
返
し
て
い
く
の
が
き
ま
り
で
あ
る
。 

こ
の
尻
取
り
的
な
会
話
は
江
戸
後
期
の
文
芸
に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
、
そ
の
中
で
わ
ざ
と
ね
じ
っ
て
受
け
取
る
幾
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
を
述
べ
た
。(

一)

聞
き
違
え
る
（
二
）
意
味
を
取
り
違
え
る
。（
三
）
仮
定
し
て
推
量
す
る
。（
四
）
不
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
五
）

反
対
を
言
う
な
ど
、
そ
の
ね
じ
り
具
合
に
工
夫
が
あ
る
。
現
代
で
も
、「
空
耳
ア
ワ
ー
」
な
ど
と
全
く
違
う
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
意
外
性

を
楽
し
む
番
組
な
ど
が
企
画
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
意
地
悪
の
装
い
で
Ｂ
を
思
い
が
け
な
い
Ａ
へ
と
受
け
取
る
遊
び
を
述
べ
た
。
会
話
を
楽

し
む
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
ろ
う
。
言
葉
尻
を
捉
え
る
と
い
う
言
い
方
が
現
代
語
に
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
の
言
葉
の
揚
げ
足
取
を
し

て
意
地
悪
く
返
す
こ
と
を
言
う
が
、
「
悪
意
の
言
語
遊
戯
」
で
述
べ
た
言
語
遊
戯
と
は
わ
ざ
と
「
悪
意
」
を
よ
そ
お
い
、
ね
じ
っ
て
返
す

と
い
う
実
は
あ
ま
り
悪
意
の
な
い
遊
び
で
あ
る
。
相
手
を
罵
倒
す
る
と
い
う
よ
り
は
遊
び
を
楽
し
ん
で
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。 

Ａ
と
Ｂ
の
共
通
点
は
音
声
的
な
点
で
あ
り
、
聞
い
て
即
反
応
す
る
と
い
う
、
即
興
的
な
も
の
で
あ
る
。
Ａ
と
Ｂ
の
接
点
は
音
で
あ
る
。

あ
る
音
Ｂ
を
引
用
し
て
Ａ
に
繋
ぐ
方
法
は
例
え
ば
「
い
ろ
は
た
ん
か
」
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
音
声
と
し
て
人
々
に

よ
く
知
ら
れ
た
「
い
ろ
は
う
た
」
や
「
百
人
一
首
」
な
ど
、
音
を
接
点
に
し
て
換
骨
奪
胎
と
も
い
え
る
作
を
為
す
な
ど
当
時
の
人
に
は
お

馴
染
み
の
手
法
で
あ
り
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
表
現
方
法
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
注
三
）
。 
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 面
と
し
て
の
引
用 

こ
の
「
い
ろ
は
た
ん
か
」
「
ど
う
け
百
人
一
首
」
は
、
は
じ
め
は
「
い
ろ
は
う
た
」
や
「
小
倉
百
人
一
首
」
だ
が
、
そ
れ
を
引
用
し
た

作
が
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
人
気
作
を
更
に
引
用
し
て
新
た
な
作
が
作
ら
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
た
。 

「
い
ろ
は
う
た
」
は
も
と
も
と
子
供
が
ひ
ら
が
な
を
習
得
す
る
た
め
の
手
習
い
の
手
本
だ
っ
た
が
、
近
藤
清
春
『
い
ろ
は
た
ん
か
』
に

は
、
い
ろ
は
を
頭
文
字
に
し
て
夫
婦
げ
ん
か
の
様
子
が
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
子
供
の
教
育
用
に
寺
子
屋
な
ど
で
使
用
さ
れ
た
『
小
野

篁
た
か
む
ら

歌 う
た

字
盡
』
を
、
式
亭
三
馬
が
引
用
し
て
『
小
野

篁
ば
か
む
ら

噓 う
そ

字
盡
』
を
作
る
な
ど
、
戯
作
の
素
材
と
し
て
の
寺
子
屋
の
教
材
は
格
好
の
も

の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
も
一
人
の
作
者
だ
け
で
は
な
く
、
何
人
か
の
作
者
が
新
奇
な
趣
向
を
盛
り
込
ん
で
い
る
（
注
四
）
。
「
い

ろ
は
た
ん
か
」
は
夫
婦
お
互
い
の
悪
口
が
い
ろ
は
順
に
並
ん
で
い
る
の
だ
が
、
夫
が
す
り
こ
ぎ
を
振
り
上
げ
、
妻
が
す
り
ば
ち
で
受
け
る

と
い
え
ば
、
あ
の
『
い
ろ
は
短
歌
』
で
あ
る
と
、
人
々
が
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
『
御
存
商
売
物
』
（
北
尾
政
演
画
作
）
が
示

し
て
い
る
。 

今
日
の
日
本
で
も
、
あ
ち
こ
ち
に
「
○
○
銀
座
」
が
あ
り
、
あ
ち
こ
ち
に
「
○
○
富
士
」
が
あ
る
と
似
た
心
理
が
働
く
の
か
、
こ
の
子

供
の
手
習
い
本
の
「
い
ろ
は
う
た
」
、
そ
れ
を
夫
婦
げ
ん
か
の
有
様
に
し
た
『
い
ろ
は
短
歌
』
は
、
さ
ら
に
、
前
作
を
ふ
ま
え
つ
つ
『
通

人
い
ろ
は
短
歌
』（
芝
全
交
作
北
尾
政
演
画
）
と
な
る
な
ど
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
「
い
ろ
は
た
ん
か
」
群
が
世
に
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。 
 

「
ど
う
け
百
人
一
首
」
も
同
じ
よ
う
な
か
た
ち
が
見
ら
れ
る
。
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
る
百
人
一
首
を
基
に
し
、
清
春
『
ど
う
け
百

人
一
首
』
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
、
更
に
素
材
と
し
て
引
用
さ
れ
て
新
し
い
作
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ち
ら
の
方

は
「
あ
き
の
田
の
か
り
ほ
す
ま
で
は
ひ
よ
り
よ
く
わ
か
こ
ど
も
ら
を
ら
く
に
す
ご
さ
ん
」
と
い
う
最
初
の
部
分
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
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「
ど
う
け
百
人
一
首
」
と
い
う
書
名
で
も
複
数
の
作
が
あ
り
、
も
と
の
「
百
人
一
首
」
と
清
春
『
ど
う
け
百
人
一
首
』
を
素
材
と
し
て
引

用
し
、
違
う
話
題
を
盛
り
込
ん
で
新
奇
さ
を
出
す
と
い
う
、
重
層
的
な
作
品
群
と
い
う
べ
き
グ
ル
ー
プ
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
、
面
と
し
て
の
引
用
と
も
言
う
べ
き
技
法
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
Ｂ
を
素
材
と
し
て
Ａ
を
作
る
と
き
、
そ
の
Ｂ
は
人
々
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
寺
子
屋
で
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
、
或
い
は
百
人
一
首
と
し
て
親
し
ま
れ
人
々
が
そ
ら
ん
じ
て
い
る
も
の
を
、

全
く
違
う
も
の
に
加
工
し
て
笑
い
を
誘
う
。
そ
の
場
合
、
素
材
と
は
全
く
違
う
卑
近
な
世
界
に
取
り
な
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
両
者
は

距
離
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
成
功
で
あ
り
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
ま
た
更
な
る
作
者
が
そ
の
作
に
目
新
し
さ
を
盛
り
込
も
う
と
す

る
の
で
あ
る
。 

 現
実
の
引
用 

『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
が
、
な
ぜ
草
双
紙
の
流
れ
の
中
で
も
黄
表
紙
の
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
か
、
草
双
紙
は
そ
れ
ま
で
昔
話
と
か
御
伽

草
子
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
っ
て
い
た
も
の
が
、
春
町
は
そ
こ
に
は
っ
き
り
当
世
を
描
き
表
す
も
の
に
し
た
か
ら
で
あ
る
（
注
六
）
。

昔
々
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
今
こ
ん
な
ス
タ
イ
ル
が
流
行
っ
て
い
て
、
今
こ
の
よ
う
に
遊
ぶ
の
で
す
よ
、

と
絵
入
り
で
表
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
古
い
物
語
を
愛
好
す
る
人
も
い
た
に
は
違
い
な
い
が
、
当
世
風
の
絵
入
り
の
草
双
紙
は
よ
り
多

く
の
人
々
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
草
双
紙
は
子
供
や
女
性
の
慰
み
も
の
と
い
う
看
板
を
下
ろ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
建
前
上
は
昔
話
や
民
話
、
御
伽
草
子

な
ど
に
題
材
を
と
り
、
時
代
は
鎌
倉
時
代
に
設
定
し
た
り
す
る
の
だ
が
、
現
実
の
世
相
を
面
白
く
可
笑
し
く
描
き
た
い
と
い
う
本
音
は
否

め
な
い
。
で
も
、
時
事
問
題
に
触
れ
て
、
幕
府
を
批
判
し
た
り
揶
揄
し
た
り
す
る
の
は
御
法
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
様
々
な
技
法
を
駆
使

し
、
当
世
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
と
標
榜
し
つ
つ
、
そ
れ
と
な
く
現
実
を
描
い
て
、
読
者
の
要
望
を
満
た
そ
う
と
す
る
。 
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そ
の
一
例
と
し
て
唐
来
参
和
『
莫
切
自
根
金
生
木
』
と
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
の
逆
表
現
を
と
り
あ
げ
た
。
二
作
と
も
、
現
実
を
表
現

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
表
現
さ
れ
る
真
の
現
実
は
少
々
異
な
る
。
『
莫
切
自
根
金
生
木
』
は
富
裕
な
町
人
が
な
ん
と
か
貧
乏
に
な
ろ
う

と
あ
の
手
こ
の
手
で
試
み
る
が
こ
と
ご
と
く
失
敗
し
、
ま
す
ま
す
金
銭
が
集
ま
り
、
つ
い
に
は
家
の
中
は
千
両
箱
で
埋
ま
り
、
夫
婦
の
居

場
所
さ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
京
伝
に
も
『
孔
子
縞
時
藍
染
』
が
あ
り
、
参
和
だ
け
の
独
創
と
は
言
い
が
た
い
が
、

徹
底
的
に
現
実
を
裏
返
し
に
し
て
お
め
で
た
い
と
笑
い
飛
ば
し
た
と
こ
ろ
が
受
け
た
の
だ
ろ
う
。
読
者
が
金
銭
的
な
苦
労
か
ら
解
放
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
逆
に
笑
え
た
の
だ
ろ
う
。 

『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
で
は
後
醍
醐
天
皇
の
時
代
に
世
界
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
描
き
た
い
こ
と
は
や
は
り
当
時
の
世
相
で
あ
っ
た
ろ

う
。
浅
間
山
の
噴
火
、
降
灰
、
凶
作
、
飢
饉
、
米
相
場
の
高
騰
、
打
ち
壊
し
と
い
う
一
連
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
人
々
の
困

窮
を
そ
の
ま
ま
描
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
黄
表
紙
に
は
現
実
そ
の
ま
ま
を
書
く
こ
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
『
天
下
一
面
鏡
梅
鉢
』
で
は

現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
そ
の
ま
ま
と
逆
表
現
が
混
ぜ
て
描
か
れ
て
い
る
。
現
実
そ
の
ま
ま
と
逆
表
現
を
ま
だ
ら
状
に
し
た
結
果
、
悲
惨
な

現
実
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
為
政
者
に
対
す
る
揶
揄
も
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
。
此
の
作
が
よ
く
売
れ
た
こ
と
も
影
響
し
た
の
か
絶

版
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
表
現
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
い
た
当
時
の
社
会
で
参
和
が
意
図
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
現
実
を
素
材

と
し
て
引
用
し
つ
つ
作
を
為
す
場
合
、
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
現
実
を
笑
い
飛
ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か
。
は
じ
め
に
述
べ
た
京
伝
『
作
者
胎
内
十
月
図
』
で
は
、
作
が
良
く
出
来
る
た
め
に
薬
を
飲
む
の
だ
が
、
そ
の
薬
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
（
注
五
） 

案
前
案
後
實
虚
散 

○

教
訓
三
文
め
い
け
ん
に
て
お
ろ
し
さ
い
ま
つ○

面
の
皮
千
枚
厚
く
む
い
て
も
用
ゆ○

趣
向
一
両○

工
夫
一
両
う
そ
の
か
わ
を
さ
り
て

も
ち
ゆ○

案
思
一
両○

地
口
や
き
な
お
し
て
も
ち
ゆ
べ
し○

こ
じ
つ
け
さ
ん
五
ト○
小
文
才
三
ト○

智
惠
三
文
ば
か
り○

画
意
三
文
匁○
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気
根
十
匁○

横
好
き
下
手
を
さ
り
て
も
ち
ゆ
べ
し 

薬
に
な
ぞ
ら
え
た
作
家
と
し
て
の
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
教
訓
は
建
前
と
理
解
す
る
と
し
て
、
趣
向
と
工
夫
に

重
き
が
置
か
れ
て
こ
と
に
は
注
目
し
た
い
。
何
か
を
素
材
と
し
て
引
用
す
る
場
合
、
そ
の
ま
ま
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。「
い
ろ

は
た
ん
か
」「
ど
う
け
百
人
一
首
」
で
も
、
素
材
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
を
選
び
、
そ
れ
を
自
分
な
り
の
趣
向
を
考
え
、
表
現
の

工
夫
を
し
て
新
し
い
作
と
し
た
。 

素
材
の
引
用
の
手
法
の
う
ち
、
音
に
よ
る
引
用
、
面
に
よ
る
引
用
、
現
実
の
引
用
を
述
べ
た
。
単
な
る
コ
ピ
ー
と
違
う
点
は
、
引
用
元

が
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
言
葉
、
作
、
現
実
で
あ
る
こ
と
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
自
分
が
手
を
加
え
た
か
わ
か
る
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
著
作
権
と
い
う
こ
と
ば
も
な
か
っ
た
こ
の
時
代
で
は
単
な
る
コ
ピ
ー
、
つ
ま
り
剽
窃
も
な
い
で
は
な
い
が
、
今
も
残
る
作
は
前

作
に
新
し
い
趣
向
を
盛
り
込
み
、
表
現
に
工
夫
を
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。 

 【
注
】 

（
注
一
）
中
村
幸
彦
（
一
九
六
六
）
『
戯
作
論
』
ｐ
二
一
四 

（
注
二
）
高
橋
則
子
（
二
〇
〇
八
）｢

『
見
立
て
』
と
『
や
つ
し
』｣

図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
ｐ
二
一
〇 

（
注
三
）
鶴
田
洋
子
（
一
九
八
八
）
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
ｐ
九
〇 

（
注
四
）
棚
橋
正
博
（
一
九
九
四
）
『
式
亭
三
馬
』
Ｐ
四
〇
ぺ
り
か
ん
社 

（
注
五
）
山
東
京
伝
『
作
者
胎
内
十
月
図
』
国
立
国
会
図
書
館
ア
ー
カ
イ
ブ 

（
注
六
）
鶴
田
洋
子
（
一
九
六
七
）
「
黄
表
紙
の
発
生
」
ｐ
四
五
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
一
八
号 
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論
』
角
川
書
店 

鶴
田
洋
子
（
一
九
六
七
）
「
黄
表
紙
の
発
生
」
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
一
八
号
立
教
大
学
日
本
文
学
会 

鶴
田
洋
子
（
一
九
八
八
）
『
こ
と
ば
あ
そ
び
』
誠
文
堂
新
光
社 

棚
橋
正
博
（
一
九
九
四
）
『
式
亭
三
馬
』
ぺ
り
か
ん
社 

高
橋
則
子
（
二
〇
〇
八
）｢
『
見
立
』
と
『
や
つ
し
』｣

『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
』
国
文
学
研
究
資
料
館 

延
宏
真
治
（
二
〇
〇
八
）｢

見
立
と
戯
作
」
『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
』
国
文
学
研
究
資
料
館 

山
東
京
伝
『
作
者
胎
内
十
月
図
』
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ 

 

第
三
章
ま
と
め 

日
本
語
教
育
で
は
『
発
話
思
考
内
容
』
を
表
す
文
型
に
は
余
り
関
心
が
無
い
よ
う
に
見
え
る
。
初
級
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
日
本
語
の

教
科
書
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
で
は
第
二
十
一
課
に
「
～
と
言
う
」「
～
と
思
う
」
の
文
型
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
発
話
思
考
内

容
』
を
人
に
伝
え
る
文
型
は
第
四
十
七
課
に
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
教
科
書
の
ま
え
が
き
に
は
「
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
今
す
ぐ
必
要
と
し
て
い
る
外
国
人
の
皆
さ
ん
」
を
対
象
と

し
た
教
科
書
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
文
型
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
が
、
筆
者
は
「
天

気
予
報
に
よ
る
と
明
日
は
雨
が
降
る
そ
う
で
す
」
と
い
う
文
を
提
示
す
る
と
き
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
だ
れ
が
ど
の
場
面
で
使
う
の
だ
ろ
う

と
い
つ
も
疑
問
を
持
つ
。 
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い
わ
ゆ
る
文
型
積
み
上
げ
型
の
教
科
書
で
は
、
網
羅
的
に
文
法
シ
ラ
バ
ス
が
組
ま
れ
て
い
る
。
日
本
語
学
習
者
の
多
く
が
日
本
語
能
力

検
定
試
験
を
受
け
る
の
で
、
試
験
対
策
と
し
て
初
級
の
学
習
項
目
は
正
確
に
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
学
習
者
も
日
本
語
教
師
も
思
っ

て
い
る
。
特
に
ア
ジ
ア
の
学
習
者
に
は
試
験
対
策
と
し
て
の
文
法
解
説
は
必
要
だ
。
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
は
、
そ
の
前
に
習
っ
た
様
態
の

「
そ
う
だ
」
と
接
続
形
で
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
紛
ら
わ
し
い
。
そ
の
た
め
一
方
で
は
試
験
に
は
出
や
す
い
項
目
で
あ
る
と
も
い

え
る
。 

文
法
事
項
を
ど
う
提
示
す
る
こ
と
が
非
母
語
話
者
の
日
本
語
能
力
を
効
率
よ
く
短
期
間
に
進
め
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
学
習
者
の
ニ

ー
ズ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
様
々
な
分
野
か
ら
参
入
し
て
く
る
日
本
語
教
師
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す

る
の
か
、
学
習
者
の
多
様
化
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
久
し
い
が
、
考
え
る
べ
き
点
工
夫
す
べ
き
点
は
ま
だ
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
引
用
表
現
と
結
び
つ
く
①
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
、
②
「
と
ば
か
り
に
」
、
③
引
用
と
結
び
つ
く
「
よ
う
だ
」「
み
た
い
な
・
だ
」

に
つ
い
て
、
述
べ
た
。 

 

①
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
に
つ
い
て
。 

自
分
は
そ
の
情
報
に
対
し
て
何
ら
変
更
を
加
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
伝
え
聞
い
た
内
容
を
表
す
時
「
そ
う
だ
」
だ
け
で
は

な
く
、「
と
い
う
こ
と
だ
」「
と
い
う
」
な
ど
、「
い
う
」
を
使
っ
た
表
現
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
最
近
特
に
「
と
い
い
ま
す
」
は
テ

レ
ビ
で
も
よ
く
使
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
の
前
に
な
さ
れ
る
天
気
予
報
で
は
「
晴
天
が
続
き
そ
う
で
す
」「
暑
く
な
り
そ
う
で
す
」
と
い
わ
ゆ

る
様
態
の
「
そ
う
」
が
使
わ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ス
や
報
道
番
組
な
ど
で
も
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
の
使
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
天
気
予

報
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
「
明
日
は
晴
れ
そ
う
で
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
文
化
初
級
日
本
語
』
で
は
「
天
気
予
報
に
よ
る
と
明
日
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は
晴
れ
だ
そ
う
で
す
」
と
例
文
が
示
さ
れ
て
い
る
（
注
一
）
の
だ
が
、
紛
ら
わ
し
い
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
新
聞
で
は
ど
う
か
。「
毎
日
新

聞
」
の
過
去
二
年
間
の
「
そ
う
だ
」
の
用
例
中
百
例
を
調
べ
て
み
る
と
「
解
決
に
は
時
間
が
か
か
り
そ
う
だ
」
な
ど
、
様
態
を
表
す
「
そ

う
」
の
使
用
例
が
多
い
と
い
う
実
態
が
あ
る
。 

 

初
級
の
学
習
項
目
で
は
「
そ
う
だ
」
は
様
態
と
伝
聞
を
表
す
文
法
項
目
と
し
て
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
使
用
の
実

態
を
踏
ま
え
て
い
る
の
か
、
疑
問
に
思
う
。
接
続
が
違
う
二
つ
の
「
そ
う
だ
」
は
学
習
者
に
と
っ
て
も
使
い
こ
な
す
の
は
容
易
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
教
え
る
側
に
と
っ
て
も
扱
い
に
く
い
項
目
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
様
態
の
「
そ
う
だ
」
だ
け
で
あ

れ
ば
、
負
担
は
か
な
り
軽
減
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

様
態
「
そ
う
だ
」
を
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
と
、
同
時
に
或
い
は
近
く
に
提
出
す
る
の
は
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。
初
級
の
学
習
項
目
に
は

必
ず
入
っ
て
い
る
「
～
は
～
と
言
い
ま
し
た
」「
～
と
言
っ
て
い
ま
す
」
ま
た
は
「
～
ら
し
い
で
す
」
で
代
替
可
能
で
あ
る
。
様
態
の
「
そ

う
だ
」
が
し
っ
か
り
定
着
し
た
次
の
段
階
の
中
級
で
、
「
と
い
い
ま
す
」
と
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
を
導
入
し
た
方
が
よ
い
。 

 

②
の
「
～
と
ば
か
り
に
」
に
つ
い
て
は
中
級
の
学
習
項
目
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
と
言
い
換
え

可
能
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
に
は
や
は
り
違
い
も
あ
る
よ
う
だ
。「
～
と
ば
か
り
に
」
は
「
声
に
出
し
て
言
っ
た
か
言
わ
な
い
か
わ
か
ら
な

い
が
、「
そ
の
よ
う
な
様
子
で
～
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、「
内
容
」
の
発
信
者
は
話
者
で
も
相
手
で
も
第
三
者
で
も
良
い
。「
内
容
」
は
音

声
と
し
て
発
話
さ
れ
て
い
て
も
い
な
く
て
も
使
え
る
。
ま
た
、
擬
声
語
擬
態
語
で
も
使
え
る
。 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
は
「
言
う
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
あ
く
ま
で
相
手
で
あ
っ
て
、
話
者
自
身
で
は
な
い
。
そ
の
「
内
容
」
は

全
く
相
手
に
よ
っ
て
発
話
さ
れ
て
は
い
な
い
。
相
手
は
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
話
者
は
そ
れ
を
「
言
っ
て
い
る
」
と
受
け
取
る
。「
～
と
言

わ
ん
ば
か
り
に
」
は
客
観
的
な
事
実
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
話
者
が
言
葉
で
は
言
わ
な
い
が
、
様
子
か
ら
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
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い
う
こ
と
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。
日
本
語
教
育
で
中
上
級
の
学
習
者
に
は
説
明
の
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
る
。
授
業
で
は
「
～
と
ば
か
り
に
」
の
説
明
に
止
め
、
よ
り
複
雑
な
文
型
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
の
よ
う
な
表
現
に
は
扱
い
に
注

意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

③
引
用
と
結
び
つ
く
「
よ
う
な
」
「
み
た
い
な
」
は
比
喩
表
現
に
類
す
る
も
の
で
、
「
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
」
と
同
じ
用
法
だ
ろ
う
。
し

か
し
、「
み
た
い
だ
」
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
話
者
の
心
的
態
度
を
表
し
、
発
話
を
直
接
引
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
話
者
の
立

場
か
ら
言
い
直
し
て
い
る
。 

 
 

接
続
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
は
「
み
た
い
だ
」
の
特
徴
で
あ
る
。「
み
た
い
だ
」
は
体
言
及
び
活
用
語
の
終
止
形
に
直
接
つ
く
。「
よ
う
だ
」

は
発
話
内
容
と
接
続
す
る
時
、
多
く
の
場
合
「
と
い
う
」
が
必
要
で
あ
る
が
、「
み
た
い
だ
」
は
「
と
い
う
」
が
な
く
て
も
文
は
成
立
す
る
。

発
話
内
容
に
終
助
詞
が
つ
い
て
も
、
「
で
す
・
ま
す
」
が
つ
い
て
も
接
続
で
き
る
し
、
「
み
た
い
な
」
と
文
を
中
止
し
て
も
良
い
。
こ
う
考

え
る
と
便
利
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。 

「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
／
な
」
「
～
と
い
う
よ
う
に
／
な
」
よ
り
「
～
み
た
い
に
／
な
」
の
ほ
う
が
短
い
し
、
便
利
に
使
え
る
表
現

で
あ
る
。
「
～
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
／
な
」
「
～
と
い
う
よ
う
に
／
な
」
は
書
き
言
葉
的
で
あ
り
、
日
常
的
に
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
む

し
ろ
「
～
み
た
い
に
／
な
」
の
ほ
う
が
短
い
の
に
臨
場
感
が
あ
り
、
内
容
に
つ
い
て
は
不
確
か
で
あ
る
と
い
う
心
的
態
度
も
標
榜
さ
れ
て

い
る
。
良
く
耳
に
す
る
の
は
こ
ち
ら
の
方
で
あ
ろ
う
。 

「
と
て
も
良
か
っ
た
か
な
、
み
た
い
な
」
と
い
う
「
み
た
い
な
」
は
、
自
分
の
不
確
か
な
心
的
態
度
を
残
し
な
が
ら
も
引
用
を
取
り
込

む
便
利
な
表
現
形
式
で
は
あ
る
が
、
客
観
的
に
正
確
に
言
い
表
そ
う
と
努
力
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
思
考
発
話
の
内
容
を
主
観
的
に
捉

え
た
ま
ま
表
す
に
止
ま
る
表
現
で
あ
る
、
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
ま
だ
十
分
に
馴
染
ま
な
い
感
じ
が
あ
る
表
現
だ
が
、
実
用
的
で
あ
る
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言
う
点
で
は
伝
聞
の
「
っ
て
」
と
共
に
、「
日
本
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
今
す
ぐ
必
要
と
し
て
い
る
」
非
母
語
話
者
に
は
便
利

な
表
現
で
も
あ
ろ
う
。
古
い
表
現
が
残
る
教
科
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
型
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。 

し
か
し
、
最
近
で
は
日
本
語
教
育
の
研
究
も
進
み
、
研
究
論
文
な
ど
を
反
映
し
た
新
し
い
教
科
書
も
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
前

述
し
た
、
伝
聞
の
型
の
提
示
に
関
し
て
は
筑
波
大
学
開
発
の
『N

S
F

』
（
注
二
）
で
は
、
「
終
助
詞
と
で
も
呼
び
た
い
よ
う
な
文
末
表
現
が

早
い
段
階
か
ら
出
る
」
と
し
、
「
っ
て
」
「
だ
っ
け
」
な
ど
を
初
級
の
早
い
段
階
で
初
級
の
教
科
書
に
入
れ
て
い
る
（
注
三
）
。 

ま
た
、『
で
き
る
日
本
語
』（
注
四
）
で
は
、
初
級
の
十
五
課
で
、「
隣
の
町
に
新
し
い
ス
ー
パ
ー
が
出
来
た
そ
う
で
す
よ
」
な
ど
従
来
の

天
気
の
話
題
（
注
五
）
と
は
違
う
場
面
を
設
定
し
、
伝
聞
の
文
型
を
導
入
し
て
い
る
。
初
中
級
で
は
伝
聞
の
意
の
「
～
ら
し
い
で
す
」「
～

っ
て
」
「
～
と
言
っ
て
い
ま
し
た
」
の
文
型
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

教
師
主
導
型
か
ら
学
習
者
中
心
へ
と
日
本
語
教
育
の
流
れ
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て
負
担
が
少
な
く
、
時

間
の
制
約
が
あ
る
中
で
正
確
さ
も
獲
得
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
学
習
者
の
多
様
化
も
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
る
だ
ろ
う
。
教
科

書
の
問
題
は
単
に
教
科
書
作
成
に
携
わ
る
側
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
更
に
必
要
度
が
高
く
な
っ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
日
本

語
教
育
で
は
、
日
本
語
研
究
、
日
本
語
教
育
研
究
の
知
見
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
必
要
だ
が
、
教
師
研
修
に
関
し

て
も
従
来
と
は
違
う
工
夫
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

【
注
】 

（
注
一
）
『
文
化
初
級
日
本
語
』
Ｌ
⒙
「
天
気
予
報
に
よ
る
と
明
日
は
晴
れ
だ
そ
う
で
す
」 

（
注
二
）
『N

S
F

』
「N

e
w

 S
itu

a
tio

n
a

l F
u

n
c
tio

n
a

l J
a

p
a

n
e
s
e

」
の
略 

（
注
三
）
『N

S
F

』
各
課
文
法
解
説
項
目 

（
注
四
）
『
で
き
る
日
本
語
』
初
級
十
五
課
「
こ
れ
知
っ
て
る
？
」 
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（
注
五
）
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
初
級Ⅱ

第
四
七
課
文
型
１
「
天
気
予
報
に
よ
る
と
明
日
は
寒
く
な
る
そ
う
で
す
」 

【
参
考
文
献
】 

市
川
保
子 

小
林
典
子 

戸
村
佳
代
（
一
九
八
九
）
「
新
教
科
書
に
お
け
る
文
法
シ
ラ
バ
ス
」 

筑
波
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
・
日
本
語
・
日
本
事
情
遠
隔
教
育
拠
点
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
七
） 

「
日

本
語
の
教
科
書
が
目
指
す
も
の
」
基
礎
資
料 

 

『
天
下
一
面
梅
鉢
鏡
』
の
三
丁
裏
四
丁
表
の
母
子
を
見
た
の
は
も
う
五
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
原
本
を
探
し
、
図
書
館
や
文

庫
に
通
い
、
変
体
仮
名
に
悪
戦
苦
闘
し
つ
つ
自
分
で
翻
字
す
る
日
々
の
中
で
、
出
逢
っ
た
。
そ
の
母
は
三
丁
裏
に
描
か
れ
て
い
た
。
壁
が

崩
れ
た
貧
し
い
住
ま
い
の
中
で
、
や
つ
れ
た
横
顔
で
機
を
織
っ
て
い
る
。
そ
の
顔
は
、
何
か
寂
し
く
見
え
て
、
黄
表
紙
に
登
場
す
る
女
性

に
は
異
色
の
感
じ
が
し
た
。
そ
し
て
、
此
の
母
は
子
供
が
ご
飯
を
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
罰
を
与
え
る
と
い
っ
て
い
る
。 

 

当
時
は
文
学
と
い
え
ば
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
チ
エ
ホ
フ
な
ど
の
ロ
シ
ア
文
学
、
夏
目
漱
石
、
芥
川
龍
之
介
、
宮
澤

賢
治
な
ど
の
日
本
近
代
文
学
な
ど
を
筆
者
は
愛
読
し
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
ス
ト
ー
リ
ー
ら
し
い
ス
ト
ー
リ
ー
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
な
ん

で
も
茶
化
し
て
笑
い
の
め
す
黄
表
紙
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
と
て
も
奇
妙
に
み
え
た
。
艶
二
郎
の
よ
う
に
女
に
も
て
た
い
と
奇
妙
な
苦
労

を
し
て
い
る
人
物
は
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
読
ん
で
い
た
よ
う
な
人
生
の
苦
し
み
悲
し
み
を
正
面
か
ら
語
る
人
物
は
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
な
か
で
、
こ
の
母
親
は
言
葉
で
語
っ
て
は
い
な
い
が
、
苦
し
い
と
か
悲
し
い
と
か
を
叫
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
ご
飯
を
く
れ

な
ど
と
言
う
と
、
お
役
人
さ
ま
に
縛
ら
せ
る
ぞ
、
と
い
う
子
供
に
対
す
る
脅
か
し
は
何
か
悲
鳴
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
こ
の
人
は
何
が
言

い
た
い
の
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
そ
こ
に
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
。
自
分
に
は
そ
の
母
親
だ
け
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た

っ
た
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
江
戸
文
芸
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
、
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
。 
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人
間
は
二
十
代
に
人
生
の
宿
題
を
も
ら
い
、
解
決
す
る
の
に
残
り
の
人
生
を
使
う
と
い
う
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
も
学
術

論
文
な
ど
で
調
べ
て
み
た
り
す
る
も
の
の
、
い
っ
こ
う
に
答
え
に
は
辿
り
着
け
な
か
っ
た
。 

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
日
本
語
教
師
養
成
講
座
を
受
け
、
そ
こ
で
寺
村
秀
夫
先
生
の
御
講
義
を
伺
っ
た
。
そ
れ
ま
で
学
校
文
法
し
か
頭
に

な
か
っ
た
筆
者
に
は
驚
き
で
さ
え
あ
っ
た
。「
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
言
語
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
つ
ま
り
、
ひ
い
て
は
人
間
の
言
語
に
共
通

す
る
普
遍
的
な
も
の
を
志
向
し
つ
つ
、
一
方
で
ど
こ
ま
で
も
日
本
語
自
体
の
中
に
生
き
て
い
る
理
屈
を
つ
か
み
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
」
先
生
の
著
書
も
ま
た
、
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
大
切
な
出
会
い
で
あ
っ
た
。 

引
用
構
文
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
日
本
語
教
師
と
い
う
仕
事
を
始
め
て
か
ら
で
あ
る
。
日
本
語
を
教
え
る
仕
事
は
当
時
ま
だ
知
ら
れ
て

い
な
い
仕
事
で
あ
っ
た
。
世
界
各
国
か
ら
や
っ
て
く
る
非
母
語
話
者
で
あ
る
留
学
生
は
様
々
な
質
問
を
ぶ
つ
け
て
く
る
。「
お
湯
を
湧
か
す
」

は
間
違
っ
た
日
本
語
で
あ
る
と
粘
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
母
語
話
者
か
ら
見
て
、
彼
等
の
「
日
本
語
」
を
、
は
っ
き
り
と
説
明
し
な
が
ら

訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
も
多
い
。 

あ
る
日
、
同
僚
が
教
室
か
ら
帰
っ
て
き
て
、｢
日
本
語
の
話
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
括
弧
が
つ
く
の
は
直
接
話
法
、
つ
い
て

い
な
い
の
が
間
接
話
法
で
す
ね｣

と
言
っ
た
。
自
分
と
し
て
は
多
分
そ
の
時
、
納
得
し
て
い
な
い
表
情
だ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
う
か
と
い
っ

て
正
し
い
と
か
間
違
っ
て
い
る
と
か
即
答
も
出
来
な
か
っ
た
。
寺
村
先
生
の
著
書
に
あ
た
っ
て
み
て
も
、「
残
念
な
こ
と
に
、
日
本
語
で
は
、

ま
だ
こ
の
問
に
組
織
だ
っ
た
答
え
が
で
き
る
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
」
と
あ
り
、
考
え
る
ヒ
ン
ト
は
あ
る
も
の
の
、
答
え
は
見
い
だ

せ
な
か
っ
た
。 

言
語
理
論
か
ら
日
本
語
を
考
え
る
方
法
は
有
効
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
誰
か
が
言
っ
た
こ
と
表
す
引
用
構

文
を
日
本
語
か
ら
拾
い
出
す
作
業
も
必
要
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
時
代
を
追
っ
て
な
る
べ
く
具
体
的
に
構
文
と
動
詞
を
追
っ
て
い
く
作
業
で

あ
る
。
検
索
の
シ
ス
テ
ム
は
特
に
古
典
の
場
合
は
う
ま
く
使
え
ず
、
結
局
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
一
つ
ず
つ
手
作
業
で
拾
っ
て
い
く
ほ
か
は
な
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か
っ
た
。
時
間
と
根
気
が
必
要
な
こ
の
作
業
で
あ
る
が
、
作
品
ご
と
に
一
つ
ず
つ
確
か
め
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
ま
す
ま

す
興
味
が
そ
そ
ら
れ
た
。 

日
本
語
教
科
書
に
も
納
得
で
き
な
い
例
文
の
提
示
が
あ
っ
た
り
す
る
。
目
標
言
語
で
あ
る
日
本
語
だ
け
を
使
っ
て
日
本
語
を
教
え
る
と

い
う
い
わ
ゆ
る
直
接
法
で
教
え
る
と
き
、
母
語
話
者
で
あ
る
自
分
が
、
日
本
語
教
師
で
あ
る
自
分
の
足
を
引
っ
張
る
と
き
が
よ
く
あ
る
。

し
か
し
、
教
科
書
の
日
本
語
に
違
和
感
を
持
っ
て
も
、
で
は
ど
う
教
え
る
の
か
と
問
わ
れ
る
と
即
答
が
で
き
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
不
明

確
な
文
型
に
つ
い
て
は
客
観
的
な
答
え
を
出
す
必
要
が
あ
り
、
参
考
文
献
の
中
に
そ
の
答
え
が
な
け
れ
ば
自
分
で
答
え
を
探
す
し
か
な
い
。

母
語
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
客
観
的
な
理
解
が
難
し
い
と
も
い
え
る
。
最
近
で
は
教
科
書
も
辞
書
も
日
本
語
研
究
も
そ
れ
ぞ
れ
著
し
く

進
化
を
遂
げ
て
き
た
が
、
な
お
日
本
語
教
師
が
な
す
べ
き
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。 

別
々
の
動
機
か
ら
始
め
た
作
業
は
「
引
用
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
交
叉
し
て
い
た
。
近
世
文
芸
研
究
、
日
本
語
研
究
、
日
本
語
教
育
研
究
、

ど
れ
を
と
っ
て
も
果
て
し
無
く
広
が
る
世
界
だ
が
、「
引
用
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
見
た
場
合
で
は
ど
う
か
と
い
う
観
点
が
本
論
文
の

眼
目
と
な
っ
た
。
視
点
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
一
つ
の
分
野
だ
け
で
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
も
見
え
た
よ
う
に
思
う
。
引
用
形
式
と
し
て

の
「
吹
き
出
し
」
や
庵
点
は
近
世
文
芸
研
究
か
ら
の
視
点
で
も
あ
り
、
日
本
語
引
用
史
の
視
点
か
ら
は
日
本
語
教
育
用
の
教
科
書
の
不
備

も
見
え
て
き
た
。
ま
た
、
黄
表
紙
研
究
も
切
り
口
と
し
て
引
用
の
視
点
を
入
れ
る
と
説
明
で
き
る
世
界
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
。 

本
論
文
で
は
、
日
本
語
の
引
用
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
大
ま
か
な
が
ら
変
遷
を
辿
る
こ
と
が
出
来
た
。
当
た
る
文
献
の
数
を
増
や
せ
ば

も
っ
と
密
度
が
濃
く
な
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
お
お
よ
そ
の
方
向
は
示
す
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
引
用
の
「
と
」
は
発
話
思
考
動
詞
以
外
の
動
詞
も
後
置
さ
れ
、
そ
れ
は
「
と
言
っ
て
」
の
省
略
で
は
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
た

が
、
全
て
の
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
こ
は
明
確
に
な
ら
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
発
話
思
考
動
詞
は
当
然
多

く
の
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
他
の
動
詞
は
ど
こ
ま
で
後
置
可
能
な
の
か
、
そ
の
範
囲
を
明
確
に
は
出
来
な
か
っ
た
。
当
た
っ
て
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み
る
文
献
を
増
や
し
、
更
に
、
引
用
の
ス
タ
イ
ル
を
見
る
た
め
に
抽
出
し
た
動
詞
を
整
理
し
て
み
る
と
、
も
う
少
し
明
確
な
答
え
が
出
た

か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
発
話
主
が
ど
う
表
示
さ
れ
て
い
る
か
、
表
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
ど
こ
で
そ
れ
を
読
者
が
了
解
す
る
か
と
い
う

問
題
も
興
味
深
か
っ
た
が
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。 

 

近
世
文
芸
研
究
の
手
法
と
し
て
、
前
作
を
引
用
し
つ
つ
作
者
の
工
夫
を
入
れ
次
の
作
を
な
す
こ
と
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
例
は
第
二
章

で
論
じ
た
が
、
こ
こ
で
も
単
な
る
剽
窃
と
は
一
線
を
画
す
る
戯
作
者
の
創
作
技
法
に
つ
い
て
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
論
じ
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
う
が
、
そ
の
点
に
お
い
て
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
を
読
者
と
共
有
し
つ
つ
新
味
を
加
え
て

い
く
手
法
は
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

日
本
語
教
育
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
引
用
を
表
す
構
文
や
伝
聞
の
「
そ
う
だ
」
な
ど
を
導
入
す
る
際
に
、
例
文
を
ど
う
示
す
か
と
い
う

点
に
関
し
て
は
明
確
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
う
が
、「
引
用
」
に
関
す
る
文
型
や
教
授
法
に
関
し
て
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
い
え

ず
、
な
お
課
題
は
山
積
で
あ
る
。 

 

『
天
下
一
面
梅
鉢
鏡
』
に
登
場
す
る
母
の
苦
し
み
を
解
読
す
る
と
い
う
、
二
〇
代
の
自
分
が
自
分
に
出
し
た
宿
題
を
、
五
〇
年
を
経
て

少
し
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
は
安
堵
の
気
持
ち
が
あ
る
。
此
の
論
文
自
体
、
夥
し
い
文
献
、
作
品
な
ど
を
自
分
と
い
う
存
在
が

取
り
込
み
、「
引
用
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
論
を
進
め
た
結
果
で
あ
る
。
ま
さ
に
蜆
貝
で
大
海
を
掬
う
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
知
り
た
い
と

い
う
要
求
を
先
達
と
し
て
こ
こ
ま
で
辿
り
着
い
た
の
は
、
幸
運
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。 

 

本
稿
を
閉
じ
る
に
当
た
り
、
学
恩
と
支
援
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
心
か
ら
の
尊
敬
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
特
に
文
学
研
究
の
醍
醐

味
と
厳
し
さ
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
松
崎
仁
先
生
に
は
限
り
な
い
感
謝
の
念
を
捧
げ
る
。
ま
た
、
長
い
間
見
守
っ
て
く
れ
た
夫
、
鶴
田
俊

正
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
に
も
、
心
を
こ
め
て
謝
意
を
伝
え
た
い
。 
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一
一
）
『
図
解
日
本
語
の
文
字
』
三
省
堂 

加
藤
陽
子
（
一
九
九
八
）
「
話
し
言
葉
に
よ
る
引
用
の
「
ト
」
の
機
能
」
『
世
界
の
日
本
語
教
育
』8

;
2
4
3
-
2
5
6
 

鎌
田
修
（
一
九
八
三
）
「
日
本
語
の
間
接
話
法
」
『
言
語
』
一
二
・
九 
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鎌
田
修
（
一
九
八
八
）
「
日
本
語
の
伝
達
表
現
」
『
日
本
語
学
』
九
月
号 

鎌
田
修
（
二
〇
〇
〇
）
『
日
本
語
の
引
用
』
ひ
つ
じ
書
房 

川
瀨
一
馬
校
注
・
現
代
語
訳(

一
九
八
九)

『
土
佐
日
記
』
講
談
社
文
庫 

講
談
社 

北
原
保
雄
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
書
店 

北
原
保
雄
編
『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
４:

日
本
語
の
文
法･

文
体
』
明
治
書
院 

木
村
八
重
子
・
宇
田
敏
彦
・
小
池
正
胤(

一
九
九
七)

『
草
双
紙
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

岩
波
書
店 

木
村
八
重
子
（
二
〇
〇
九
）
『
草
双
紙
の
世
界
』
ぺ
り
か
ん
社 

久
野
瞕
（
一
九
七
三
）
『
日
本
文
法
研
究
』
大
修
館
書
店 

倉
野
憲
司
校
注(

一
九
六
三)

『
古
事
記
』
岩
波
書
店 

小
池
正
胤
・
宇
田
敏
彦
・
中
山
右
尚
・
棚
橋
正
博(

一
九
八
〇
～
八
五)

『
江
戸
の
戯
作
絵
本
』
全
四
巻,

続
全
二
巻 

社
会
思
想
社 

 

小
池
正
胤
叢
の
会(

一
九
八
七
～
一
九
八
九)

『
江
戸
の
絵
本
：
初
期
草
双
紙
集
成Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

・Ⅳ

』
国
書
刊
行
会 

小
林
芳
規(

一
九
八
七)

「
字
訓
の
変
遷
」
漢
字
講
座
３
『
漢
字
と
日
本
語
』
明
治
書
院 

此
島
正
午
（
一
九
六
五
）
『
「
の
み
」
と
「
ば
か
り
」
の
通
時
的
考
察
』
「
日
本
文
学
論
究
」 

此
島
正
午 

(

一
九
七
三)

「
国
語
助
詞
の
研
究
」
桜
楓
社 

西
郷
信
綱
（

一
九
七
二
）
『
古
代
人
と
夢
』
平
凡
社 

佐
伯
梅
友
（
一
九
六
六
）
『
上
代
国
語
法
研
究
』
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所 

櫻
井
勝
之
進
他
編
（
一
九
八
七
）
『
現
代
諸
祭
祝
詞
大
宝
典
』
国
書
刊
行
会 

山
東
京
伝
全
集
編
集
委
員
会(

一
九
九
三)

『
山
東
京
伝
全
集
』
１
・Ⅱ

ぺ
り
か
ん
社 
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真
田
真
治
（
一
九
八
四
）
「
方
言
の
助
動
詞
」
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
⑥
助
動
詞
編
２ 

明
治
書
院 

澤
西
稔
子
（
二
〇
〇
二
）
「
伝
聞
に
お
け
る
判
断
性
及
び
そ
の
特
性
」
『
日
本
語
．
日
本
文
化
』
第
二
八
号
大
阪
外
国
語
大
学
留
学
生
日
本

語
教
育
セ
ン
タ
ー 

柴
谷
方
良
（
一
九
七
八
）
『
日
本
語
の
分
析
』 

大
修
館
書
店 

鈴
木
重
三
・
木
村
八
重
子
・
中
野
三
敏
・
肥
田
浩
三
（
一
九
八
五
）
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
岩
波
書
店 

鈴
木
知
太
郎
校
注(

一
九
五
七)

『
土
佐
日
記 

か
げ
ろ
う
日
記 

和
泉
式
部
日
記 

更
級
日
記
』
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店 

鈴
木
美
恵
子
（
二
〇
〇
四
）
「
『
働
き
か
け
』
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
持
つ
引
用
句
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
日
本
語
文
法
』
四-

一
） 

鈴
木
棠
三
編
（
一
九
八
一
）
新
版
『
言
葉
遊
び
辞
典
』
東
京
堂
出
版 

砂
川
有
里
子
（
一
九
八
七
）
「
引
用
文
の
構
造
と
機
能
ー
引
用
文
の
三
つ
の
類
型
に
つ
い
て
ー
」
（
『
文
藝
言
語
研
究
（
言
語
編
）
』
１
３
、

筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
） 

砂
川
有
里
子
（
一
九
八
八
）「
引
用
文
の
構
造
と
機
能
（
そ
の
２
）
ー
引
用
句
と
名
詞
句
を
め
ぐ
っ
て
ー
」（
『
文
藝
言
語
研
究
（
言
語
編
）
』

一
四
、
筑
波
大
学
文
芸
言
語
学
系
） 

砂
川
有
里
子
（
一
九
八
八
）
「
引
用
文
に
お
け
る
場
の
二
重
性
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
語
学
』
７-

９
） 

砂
川
有
里
子
（
一
九
八
九
）
「
引
用
と
話
法
」
（
北
原
保
雄
編
『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
４
』
明
治
書
院
） 

砂
川
有
理
子
他
（
一
九
九
八
）
『
日
本
語
文
型
辞
典
』
く
ろ
し
お
出
版 

高
橋
則
子
（
二
〇
〇
八
）｢

『
見
立
』
』
と
『
や
つ
し
』｣

『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
』
国
文
学
研
究
資
料
館 

棚
橋
正
博
（
一
九
八
七)

『
黄
表
紙
に
つ
い
て
の
研
究
』
風
間
書
房 

棚
橋
正
博
（
一
九
八
九
）
『
黄
表
紙
総
覧
』
青
裳
堂
書
店 
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棚
橋
正
博
（
一
九
九
四
）
『
式
亭
三
馬
』
ぺ
り
か
ん
社 

棚
橋
正
博
・
鈴
木
勝
忠
・
宇
田
敏
彦
（
一
九
九
九
）
『
黄
表
紙
川
柳
狂
歌
』
日
本
古
典
文
学
全
集 

小
学
館 

鶴
田
洋
子
（
一
九
六
七
）
「
黄
表
紙
の
発
生
」
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
第
一
八
号
立
教
大
学
日
本
文
学
会 

鶴
田
洋
子
（
一
九
八
八
）
『
こ
と
ば
遊
び
』
誠
文
堂
新
光
社 

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
一
）
『
日
本
語
の
文
法
』
下 

国
立
国
語
研
究
所 

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
二
）
『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味Ⅰ

』
く
ろ
し
お
出
版 

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
四
）
『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味Ⅱ

』
く
ろ
し
お
出
版 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
（
一
九
九
八
）
『
師
宣
政
信
繪
本
集
』
八
木
書
店 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書(

一
九
七
二
）
『
古
奈
良
繪
本
集
』
八
木
書
店 

前
田
愛
（
一
九
九
三
）
『
近
代
読
者
の
成
立
』
ち
く
ま
文
庫 

松
村
明
（
一
九
五
八
）
「
副
助
詞
」
「
国
文
学
解
釈
と
観
賞
」
二
三-

四 

松
木
正
恵
（
二
〇
〇
二
）
「
何
を
引
用
と
と
ら
え
る
か
ー
日
本
語
学
の
立
場
か
ら
」
（
『
国
文
学
研
究
』
一
三
六
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
） 

松
木
正
恵
（
二
〇
〇
二
）
「
新
た
な
『
話
法
』
観
を
求
め
て
」
（
『
国
語
学 

研
究
と
資
料
』
第
二
五
号
） 

松
木
正
恵
（
二
〇
〇
五
）
「
引
用
と
話
法
」
（
『
日
本
語
学
』
二
〇
〇
五-

一･

二
四
号
） 

益
岡
隆
志
（
一
九
八
七
）
「
命
題
の
文
法
」
く
ろ
し
お
出
版 

益
岡
隆
志
（
一
九
九
一
）
『
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版 

益
岡
隆
志
・
田
窪
行
則
（
一
九
九
二
）
『
基
礎
日
本
語
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版 

峰
岸
明(

一
九
八
二)

「
物
語
の
文
体
」
講
座
日
本
語
学
８
『
文
体
史Ⅱ

』
明
治
書
院 
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三
上
章
（
一
九
五
三
）
『
現
代
語
法
序
説
』
く
ろ
し
お
出
版 

三
上
章
（
一
九
五
七
）
「
句
読
法
私
案
」
（
『
三
上
章
論
文
集
』
く
ろ
し
お
出
版
） 

三
上
章
（
一
九
六
三
）
『
日
本
語
の
構
文
』
く
ろ
し
お
出
版 

水
野
稔
（
一
九
七
四
）
「
『
き
い
て
あ
き
れ
る
』
考
」
『
江
戸
小
説
論
叢
』
中
央
公
論
社 

三
宅
知
宏
（
一
九
九
五
）
「
ソ
ウ
ダ
・
ト
イ
ウ
」
（
宮
島
達
夫
・
仁
田
義
雄
編
『
日
本
語
類
義
表
現
の
文
法
』
単
文
編
） 

 

く
ろ
し
お
出
版 

三
谷
榮
一
訳
註(

一
九
六
〇
）
『
土
佐
日
記
』
角
川
学
芸
出
版 

森
山
卓
郎
（
一
九
八
八
）
『
日
本
語
動
詞
述
語
文
の
研
究
』
明
治
書
院 

森
銑
三
（
一
九
六
七
）
『
黄
表
紙
解
題
』
中
央
公
論
社 

森
銑
三
（
一
九
七
四
）
『
續
黄
表
紙
解
題
』
中
央
公
論
社 

森
田
良
行
（
一
九
九
〇
）
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』
角
川
書
店 

森
田
良
行
（
二
〇
〇
六
）
『
話
者
の
視
点
が
作
る
日
本
語
』
ひ
つ
じ
書
房 

中
園
篤
典
（
一
九
九
四
）
「
引
用
文
の
ダ
イ
ク
シ
ス
」
（
『
言
語
研
究
』
１
０
５
） 

中
村
幸
彦
（
一
九
六
六
）
『
戯
作
論
』
角
川
書
店 

仁
田
義
雄
（
一
九
七
八
）
「
引
用
を
め
ぐ
る
二
三
の
考
察
」
『
日
本
語
と
中
国
語
の
対
照
研
究
』
三
・
再
録
『
語
彙
論
的
統
語
論
』 

仁
田
義
雄
（
一
九
八
二
「
格
の
表
現
形
式 

日
本
語
」
『
講
座
日
本
語
学
１
０
』
明
治
書
院 

沼
田
善
子 

(

一
九
九
二
）
「
も
」
「
さ
え
」
「
だ
け
」
な
ど
セ
ル
フ
マ
ス
タ
ー
シ
リ
ー
ズ
く
ろ
し
お
出
版 

延
宏
真
治
（
二
〇
〇
八
）
「
見
立
と
戯
作
」
『
図
説
「
見
立
」
と
「
や
つ
し
」
』
国
文
学
研
究
資
料
館 

福
島
直
恭(

二
〇
〇
八
）
『
書
記
言
語
と
し
て
の
「
日
本
語
」
の
誕
生
』
吉
川
弘
文
館 
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福
島
邦
道
（
一
九
五
五
）
助
詞
「
ば
か
り
」
鶏
肋 

『
解
釈
』
１ 

藤
田
保
幸
（
一
九
八
七
）
「
疑
う
」
と
い
う
こ
と
ー
「
引
用
」
の
視
点
か
ら
「
日
本
語
学
」
六-

一
一 

藤
田
保
幸
（
一
九
八
七
）
「
文
中
引
用
句
『
～
ト
』
に
よ
る
『
引
用
』
を
整
理
す
る
ー
引
用
論
の
前
提
と
し
て
ー
」
（
宮
地
裕
編
『
論
集
日

本
語
研
究
（
１
）
現
代
編
』
明
治
書
院 

藤
田
保
幸
（
一
九
八
七
）
「
引
用
さ
れ
た
こ
と
ば
と
擬
声･

擬
態
語
と
」
「
詞
林
」
二 

一
一 

藤
田
保
幸
（
一
九
九
一
）
「
『
引
用
』
の
解
体
ー
『
引
用
さ
れ
た
コ
ト
バ
』
の
表
現
と
『
～
ト
』
副
詞
句
の
表
現
、
そ
の
諸
相
ー
」
（
『
愛
知

教
育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
』
４
０
） 

藤
田
保
幸
（
一
九
九
一
）
「
聞
く
」
を
述
語
と
す
る
引
用
表
現
に
つ
い
て｢

愛
知｣

教
育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
」 

藤
田
保
幸
（
一
九
九
一
）
「
引
用
と
連
体
修
飾
」
「
表
現
研
究
」
五
四 

藤
田
保
幸
（
一
九
九
九
）
「
引
用
構
文
の
構
造
」
『
国
語
学
』
一
九
八
集 

藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
〇
）
『
国
語
引
用
構
文
の
研
究
』
和
泉
書
院 

山
下
喜
代
（
二
〇
〇
五
）
「
漢
語
と
文
体
ー
漢
語
接
尾
辞
を
含
む
合
成
語
と
引
用
表
現
を
中
心
と
し
て
」
『
表
現
と
文
体
』
明
治
書
院 

山
口
佳
紀(

一
九
九
五)

『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
』
有
精
堂
出
版 

山
口
康
子
（
一
九
八
三
）
「
会
話
引
用
形
式 

平
安
初
期
和
文
に
お
け
る
二
重
引
用
」 

「
日
本
語
学
」
九
月
号 

山
口
剛
解
題(

一
九
二
六)

『
黄
表
紙
廿
五
種
』
日
本
名
著
全
集
刊
行
會 

山
崎
誠
（
一
九
九
三
）
引
用
の
助
詞
「
と
」
を
再
整
理
す
る
」
『
国
立
国
語
研
究
所 

研
究
報
告
書
』
一
四 

山
川
静
一 

及
川
茂
（
一
九
九
八
）
『
河
鍋
暁
斎
戯
画
集
』
岩
波
文
庫 

湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
五
五
）
「
『
ば
か
り
』
の
活
用
語
へ
の
付
き
方
」 

『
解
釈
』
一 
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湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
四
四
複
製
）
「
現
代
語
法
の
諸
問
題
」
『
湯
沢
幸
吉
郎
著
作
集
３
』
勉
誠
社 

吉
田
幸
一
（
一
九
七
二
）
「
異
種
百
人
一
首
」
『
別
冊
太
陽
』
平
凡
社 

渡
辺
実
（
一
九
九
七
）
『
日
本
語
史
要
説
』
岩
波
書
店 
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