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は
じ
め
に

 ﹃
広
辞
苑
﹄
は
現
在
第
六
版
ま
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
初
版
以
来
の
刊
行
年
次
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
版 

一
九
五
五
年
五
月

第
二
版 

一
九
六
九
年
五
月

第
二
版
補
訂
版 
一
九
七
六
年
一
二
月

第
三
版 

一
九
八
三
年
一
二
月

第
四
版 

一
九
九
一
年
一
一
月

第
五
版 

一
九
九
八
年
一
一
月

第
六
版 

二
〇
〇
八
年
一
月

﹃
広
辞
苑
﹄
第
一
版
の
新
村
出
博
士
の
﹁
自
序
﹂
に
よ
れ
ば
、﹁
語
法
と
基
本
語
詞
﹂
は
大
野
晋
氏
他
に
よ
る
と
の
事
で
あ
る
（
こ
の
点
は
大
野
氏
自
身
に
も
﹁
初

版
の
原
稿
と
し
て
基
礎
語
項
目
約
一
千
の
委
嘱
を
う
け
た
﹂
と
の
記
述
︱
﹁
図
書
﹂
一
九
七
五
年
二
月
︱
が
あ
る
）
が
、
第
四
版
以
降
は
編
集
委
員
の
一
人
と
し

て
山
口
明
穂
氏
が
深
く
関
わ
り
、
以
後
、
山
口
氏
は
国
語
項
目
の
総
括
責
任
者
の
任
に
あ
っ
た
（
第
四
版
以
後
の
序
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
第
四
版
（
特
に
第
五
版
）
以
降
の
山
口
氏
の
執
筆
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
助
詞
・
助
動
詞
に
つ
い
て
の
説
明
に
は
幾
つ
か
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
は
氏
が
、

第
三
版
（
第
四
版
）
ま
で
の
説
を
斥
け
、
自
身
の
特
異
な
見
解
を
積
極
的
に
と
り
入
れ
た
こ
と
、
更
に
、
そ
れ
ま
で
の
例
文
を
深
い
吟
味
な
し
に
そ
の
ま
ま
自
説

の
例
文
と
し
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
誤
り
と
す
べ
き
も
の
、
用
例
の
不
適
当
な
も
の
等
々
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
下
、
山
口
氏
の
執
筆
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
説
明
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
論
を
進
め
る
（
た
だ
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る

範
囲
に
お
い
て
第
五
版
と
第
六
版
と
の
間
に
相
違
は
な
い
。
従
っ
て
、
第
六
版
は
一
部
を
除
き
特
に
問
題
と
し
な
い
）。

（
四
六
）
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な
お
、
辞
書
の
組
版
の
常
と
し
て
、
見
出
し
語
の
概
説
、
各
ブ
ラ
ン
チ
（
語
義
及
び
例
文
）
等
す
べ
て
改
行
な
し
の
﹁
追
込
み
﹂
に
な
っ
て
い
る
が
、
引
用
に

際
し
便
宜
そ
れ
を
改
行
し
て
示
す
。
ま
た
、
例
文
中
の
問
題
の
語
に
傍
線
を
補
う
。

山
口
氏
の
著
書
・
論
文
中
、
本
稿
に
関
わ
る
も
の
を
末
尾
に
一
括
掲
示
す
る
。
ま
た
、
筆
者
は
既
に
氏
の
所
説
に
対
す
る
批
判
の
論
を
発
表
し
て
お
り
、
参
照

の
為
に
末
尾
に
そ
れ
を
挙
げ
て
お
く
。
引
用
に
際
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
献
①
・
文
献
②
、
拙
稿
①
・
拙
稿
②
の
如
く
示
す
。

第 

一 

章
　
助
動
詞
「
き
」

 

一

先
ず
助
動
詞
﹁
き
﹂
に
つ
い
て
見
る
。

第
三
版
で
は
初
め
に
﹁
き
﹂
の
意
味
を

確
実
な
記
憶
に
あ
る
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
回
想
を
表
わ
す
。

と
概
説
し
、
ブ
ラ
ン
チ
①
・
②
・
③
を
立
て
、
そ
の
①
で
﹁
話
し
手
の
直
接
経
験
の
回
想
。
⋮
た
。
⋮
だ
っ
た
。﹂
と
し
て

記
上
﹁
わ
が
ゐ
寝
し
妹
は
忘
れ
じ
世
の
こ
と
ご
と
に
﹂ 

万
一
〇
﹁
あ
し
ひ
き
の
山
に
白
き
は
わ
が
宿
に
昨
日
の
夕
べ
降
り
し
雪
か
も
﹂

の
二
例
を
挙
げ
る
。（
以
下
、
初
め
の
総
括
的
な
説
明
を
〔
概
説
〕、
各
ブ
ラ
ン
チ
の
意
味
を
〈
語
義
〉
と
呼
称
す
る
）。
こ
れ
に
対
し
第
四
版
で
は
第
三
版
と
同

じ
く

確
実
な
記
憶
に
あ
る
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
回
想
を
表
す
。

と
︹
概
説
︺
し
た
後
、
ブ
ラ
ン
チ
①
・
②
・
③
と
し
、
そ
の
①
で
右
と
同
じ
二
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
そ
の
︿
語
義
﹀
を

（
四
七
）
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過
去
に
あ
っ
て
現
在
は
な
く
な
っ
て
い
る
事
態
の
回
想
。
⋮
た
。
⋮
だ
っ
た
。

と
す
る
（
太
字
・
傍
線
筆
者
）。
こ
れ
に
は
思
わ
ず
愕
然
と
し
、
絶
句
し
た
。

﹁
き
﹂
の
意
味
を
、﹁
過
去
に
は
あ
つ
た
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
、
今
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
﹂
と
す
る
の
は
文
献
⑥
（
八
三
頁
）
以
来
（
文
献
⑤
も
同
趣
旨
。

原
稿
の
執
筆
時
期
は
文
献
⑥
の
方
が
先
で
あ
ろ
う
）
の
妄
説
で
あ
る
（
拙
稿
③
・
④
で
詳
説
済
）
が
、
そ
れ
が
逸
早
く
﹃
広
辞
苑
﹄
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に

一
驚
し
た
の
で
あ
る
。

﹁
き
﹂
は
過
去
の
事
実
を
回
想
す
る
意
、
換
言
す
れ
ば
﹁
か
つ
て
こ
う
い
う
事
が
あ
っ
た
﹂
と
の
認
識
の
表
現
を
担
う
の
み
で
あ
っ
て
、
回
想
さ
れ
た
事
態
が

現
に
存
在
す
る
か
否
か
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
関
係
が
な
い
。
先
の
例
文
﹁
昨
日
の
夕
べ
降
り
し
雪
﹂
に
お
い
て
﹁
き
﹂
は
、
昨
夕
の
降
雪
の
事
実
を
回
想

す
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
人
も
ま
た
、
決
し
て
、
そ
こ
か
ら
﹁
今
日
（
現
在
）
は
雪
が
降
っ
て
い
な
い
﹂
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
な
い
。（
も
し
、
現
在

の
状
態
を
問
題
と
す
る
必
要
が
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、﹁
昨
夕
、
雪
が
降
っ
た
。
今
日
は
止
ん
で
い
る
﹂
あ
る
い
は
﹁
昨
夕
、
雪
が
降
っ
た
。
今
日
も
降
っ
て
い
る
﹂

な
ど
と
改
め
て
そ
の
事
実
に
言
及
す
る
で
あ
ろ
う
。）

こ
の
点
は
第
一
例
の
﹁
わ
が
ゐ
寝
し
﹂
の
場
合
も
全
く
同
断
で
あ
り
、
敢
え
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。（
な
お
、
こ
の
歌
は
贈
答
歌
中
の
一
で
あ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
次
章
﹁
け
り
﹂
の
項
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
）。

繰
り
返
し
言
う
。﹁
回
想
作
用
﹂
即
ち
過
去
の
事
実
を
心
内
に
回
想
し
、
そ
れ
を
﹁
き
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
（
山
田
孝
雄
﹃
日
本
文
法
論
﹄
四
〇
九
頁
取
意
）

と
現
在
の
客
観
的
な
事
態
と
は
全
く
別
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
心
内
に
想
起
さ
れ
た
過
去
の
事
実
が
現
在
の
客
観
的
・
外
的
な
事
態
を
限
定
す
る
こ
と
は
な
い
。

第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①
は
、
要
は

「
き
」
＝
Ⅰ
過
去

→
Ⅱ
今
は
な
い
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
到
底
認
め
難
い
。
こ
の
こ
と
は
以
下
の
検
討
に
よ
っ
て
寸
毫
の
疑
い
も
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。

次
は
文
献
⑤
の
記
述
で
あ
る
。

古
語
で
、

（
四
八
）
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我
が
見
し
人

と
言
え
ば
、
①
そ
の
人
は
か
つ
て
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
②
今
は
会
っ
て
い
な
い
人
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
別
れ
て
来
た
人
で
あ
る
。
③
少
な
く
と
も
、

そ
の
人
は
、
今
、
眼
前
に
い
な
い
。
④
そ
の
こ
と
は
、﹁
し
﹂
に
よ
つ
て
表
さ
れ
て
い
る
。（
一
六
頁
下
。
記
号
・
傍
線
筆
者
）

右
で
認
め
得
る
の
は
①
の
み
で
あ
る
。
②
は
無
用
で
あ
り
、
③
・
④
は
こ
こ
で
新
た
な
誤
謬
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

先
の
﹁
昨
日
の
夕
べ
降
り
し
雪
か
も
﹂
に
お
い
て
﹁
な
く
な
っ
て
い
る
事
態
﹂
は
﹁
し
﹂
の
上
接
部
の
内
容
で
あ
っ
た
。
記
号
化
し
て
言
え
ば

︹︿
　
Ａ
　
﹀
し
︺
Ｂ
⋮
⋮
⋮
⋮
１

の
︿　

Ａ　

﹀
の
部
分
に
当
た
る
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
、主
と
し
て
﹁
我
が
見
し
人
﹂
の
﹁
人
﹂
即
ち
Ｂ
が
眼
前
に
い
な
い
こ
と
を
﹁
し
﹂
が
表
し
て
い
る
、と
い
う
。

︹︿　

Ａ　

﹀
し
︺
Ｂ
⋮
⋮
⋮
⋮
２

こ
こ
に
は
明
ら
か
な
誤
解
が
あ
る
。
右
の﹁
し
﹂が
回
想
し
て
い
る
の
は
上
接
す
る﹁
我
が
見
﹂の
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て﹁
し
﹂が
連
体
形
な
る
が
故
に︹︿　

Ａ　

﹀

し
︺
の
部
分
が
﹁
人
﹂
の
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
人
﹂
は
そ
の
被
修
飾
語
で
は
あ
る
が
回
想
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
氏
の
説

の
混
迷
の
多
く
は
こ
の
両
者
の
混
同
に
由
来
す
る
。

し
か
も
、
皮
肉
な
こ
と
に
右
の
見
解
は
続
く
文
献
⑥
に
氏
が
自
ら
挙
げ
る
次
の
一
例
に
よ
っ
て
忽
ち
破
綻
す
る
。
次
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄﹁
東
下
り
﹂
の
段
の
例

で
あ
る
。物

心
細
く
、す
ず
ろ
な
る
目
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、修
行
者
あ
ひ
た
り
。﹁
か
ゝ
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
﹂
と
言
ふ
を
見
れ
ば
、見
し
人
な
り
け
り
。

（
伊
勢
・
九
） 

氏
の
論
法
に
よ
れ
ば
、
こ
の
修
行
者
は
少
な
く
と
も

0

0

0

0

0

﹁
今
、
眼
前
に
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
論
理
の
整
合
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
右

に
よ
っ
て
、
先
の
文
献
⑤
の
説
明
が
如
何
に
短
絡
・
飛
躍
し
た
も
の
で
あ
る
か
が
知
ら
れ
よ
う
。

因
み
に
、
氏
は
右
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

か
つ
て
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、﹁
し
﹂
に
よ
っ
て
、そ
れ
が
現
在
と
は
関
わ
り
の
な
い
過
去
の
こ
と
で
あ
る
と
示
し
、そ
れ
に
よ
っ
て ﹁
見
れ
ば
﹂

の
時
点
で
は
、
か
つ
て
会
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（
文
献
⑥
八
六
頁
。
傍
線
筆
者
）

（
四
九
）
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こ
こ
は
氏
も
さ
す
が
に
︿
修
行
者
は
、
今
、
眼
前
に
い
な
い
﹀
と
は
言
え
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
﹁
見
れ
ば
﹂
は
﹁
見
し
人
な
り
け
り
﹂

と
の
判
断
の
契
機
を
表
す
も
の
で
、︿
見
ル
ト
﹁
見
し
人
﹂
ダ
ッ
タ
﹀
と
、
謂
わ
ば
、
間
、
髪
を
入
れ
ず
に
気
づ
い
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。﹁
見
れ

ば
﹂の
時
点
で
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
な
ど
と
間
抜
け
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
右
は
う
ま
く
拵
え
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
。

か
か
る
巧
妙
な
説
明
は
筆
者
な
ど
の
到
底
思
い
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
読
者
を
愚
弄
す
る
詭
弁
に
他
な
ら
な
い
。

 

二

と
こ
ろ
で
、
文
献
⑦
で
は

古
代
語
に
は
、﹁
時
の
助
動
詞
﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
中
に
、
過
去
に
あ
っ
て
、
現
在
は
、
そ
の
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
し
た
人
な
ど
が
今
は
な
い

と
い
う
意
を
表
わ
す
﹁
き
﹂（
筆
者
注
、﹁
け
り
﹂
に
つ
い
て
は
略
）
と
い
っ
た
語
が
あ
っ
た
。（
一
八
七
頁
）

と
し
て
、
数
例
を
挙
げ
る
が
、
そ
の
中
、
二
、三
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
少
し
長
い
が
一
括
引
用
す
る
。（
記
号
・
傍
点
線
筆
者
）

１　

吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
（
万
葉
集
・
三
・
四
五
三
） 

①
眼
前
の
﹁
梅
の
樹
﹂
に
対
し
、
そ
れ
を
﹁
植
ゑ
﹂
た
﹁
吾
妹
子
﹂
が
死
亡
し
、
こ
の
世
に
い
な
い
こ
と
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。
②
と
も
す
れ
ば
、﹁
梅

の
樹
﹂
は
今
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
し
﹂
は
過
去
の
意
味
に
は
な
ら
な
い
と
と
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
③
現
代
語
で
考
え
る
よ
う
に
、﹁
植
ゑ
し
梅
の
樹
﹂

と
い
う
ま
と
ま
り
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

で
捉
え
る
べ
き
で
な
い
。
こ
こ
で
は
、
④
﹁
吾
妹
子
﹂
の
不
在
の
思
い
が
﹁
し
﹂
と
い
う
過
去
の
助
動
詞
を
使
う
こ
と
に
よ
っ

て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

２　

恋
し
く
は
形
見
に
せ
よ
と
我
が
背
子
が
植
ゑ
し
秋
萩
花
咲
き
に
け
り
（
同
・
一
〇
・
二
一
一
九
） 

①
今
は
恋
し
い
人
が
、
自
分
の
こ
と
を
思
い
出
す
よ
す
が
に
せ
よ
と
、
言
っ
て
植
え
た
秋
萩
の
花
が
咲
い
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
②
そ
の

修
飾
す
る
﹁
秋
萩
﹂
が
今
あ
る
か
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

で
﹁
し
﹂
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
③
﹁
し
﹂
の
表
わ
す
も
の
は
﹁
わ
が
背
子
﹂
の
不
在
へ
の
思
い

で
あ
る
。                                                                                  

３　

秋
さ
ら
ば
妹
に
見
せ
む
と
植
ゑ
し
萩
露
霜
負
ひ
て
散
り
に
け
る
か
も
（
同
・
一
〇
・
二
一
二
七
） 

（
五
〇
）
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い
と
し
い
あ
の
人
に
見
せ
よ
う
と
思
っ
た
萩
の
花
が
、
露
・
霜
を
受
け
て
と
う
と
う
散
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
も
①
﹁
し
﹂
の

修
飾
す
る
﹁
萩
﹂
は
現
在
あ
る
。
②
そ
の
0

0

﹁
萩0

﹂
と
の
関
連

0

0

0

0

で
﹁
し
﹂
を
考
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
前
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
歌
で
は
﹁
植
ゑ
﹂
た
の

は
自
分
で
あ
り
、
動
作
の
主
語
と
な
る
者
の
不
在
を
述
べ
た
、
こ
れ
ま
で
の
﹁
し
﹂
の
用
法
と
同
じ
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
③
こ
の
歌
は
、
露
・

霜
と
並
べ
る
こ
と
で
秋
か
ら
冬
に
至
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
し
て
散
っ
た
萩
の
花
、
④
そ
の
間
、
見
せ
た
か
っ
た
あ
の
人
に
と
う
と
う
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
、

そ
の
⑤
﹁
妹
﹂
の
不
在
へ
の
思
い
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
の
不
在
の
思
い
が
﹁
し
﹂
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
八
七
頁
）                                                                        

先
ず
、
１
に
つ
い
て
見
る
に
、
こ
こ
で
認
め
ら
れ
る
の
は
歌
意
を
述
べ
た
傍
線
部
①
の
み
で
あ
る
。
②
以
下
は
剰
語
で
あ
り
、
か
つ
妄
言
で
あ
る
。
即
ち
、
②

は
全
く
見
当
外
れ
の
危
惧
、
少
な
く
と
も
そ
ん
な
解
釈
を
す
る
日
本
人
は
ど
こ
に
も
お
る
ま
い
。
し
か
も
、
こ
こ
で
ま
た
新
た
な
問
題
が
出
て
来
る
。
右
は
、

︹︿　

Ａ　

﹀
し
︺
Ｂ
⋮
⋮
⋮
⋮
３

に
お
け
る
﹁
Ｂ
﹂
の
﹁
梅
の
樹
﹂
は
﹁
今
も
あ
る
﹂
と
い
う
。
続
く
２
・
３
の
場
合
も
同
様
で
、﹁
秋
萩
﹂
は
今
咲
い
て
お
り
、﹁
萩
﹂
も
﹁
現
在
あ
る
﹂
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
の
２
の
﹁
Ｂ
﹂
は
眼
前
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
同
形
式
に
お
け
る
﹁
Ｂ
﹂
の
現
在
の
存
否
が
２
と
３
と
で
相
反
す
る
。
ま
こ
と
に
こ
ろ
0

0

こ
ろ
と

0

0

0

よ
く
変
る
も
の
で
あ
る
が
、
勿
論
こ
れ
は
明
白
な
矛
盾
で
あ
る
。

で
は
、
氏
は
こ
の
矛
盾
を
如
何
に
切
り
抜
け
よ
う
と
し
た
か
。
次
に
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
抜
き
出
し
て
示
す
。

Ⅰ
１　
﹁
梅
の
樹
﹂
は
今
も
あ
る
が
、﹁
植
ゑ
し
梅
の
樹
﹂
と
い
う
ま
と
ま
り
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

で
捉
え
る
べ
き
で
な
い
。

　

２　

そ
の
修
飾
す
る
﹁
秋
萩
﹂
が
今
あ
る
か
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

で
﹁
し
﹂
の
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。                              

　

３　

現
在
あ
る
、
そ
の
0

0

﹁
萩0

﹂
と
の
関
連

0

0

0

0

で
﹁
し
﹂
を
考
え
る
べ
き
で
な
い
。

右
に
は
啞
然
と
す
る
他
は
な
い
。
こ
こ
で
は

〔〈
　
Ａ
　
〉
し
〕
Ｂ

の
﹁
ま
と
ま
り
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

﹂
を
否
定
す
る
。
後
述
文
献
⑧
で
は
こ
の
関
係
を
﹁
語
連
接
の
中
の
論
理
﹂
と
換
言
し
て
い
る
が
、﹁
植
ゑ
し
﹂
と
﹁
梅
の
樹
﹂
と
の
﹁
連

接
﹂
即
ち
そ
の
修
飾
、
被
修
飾
の
関
係
を
否
定
す
る
理
由
は
何
か
。
現
代
語
と
同
様
に
捉
え
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
は
全
く
根
拠
の
な
い
妄
言
で
あ
る
。

（
五
一
）
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右
は
連
体
修
飾
、
被
修
飾
と
い
う
日
本
語
の
最
も
基
本
的
な
性
質
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
見
解
と
評
す
る
他
は
な
い
。
因
み
に
、
文

献
⑤
で
は
こ
の
部
分
を
﹁﹃
植
え
た
梅
の
樹
﹄﹃
植
え
た
秋
萩
﹄
と
す
れ
ば
解
釈
が
可
能
で
あ
﹂
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
（
一
七
頁
下
）、
そ
の
場
そ
の
場
で
適

当
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
突
如
、
一
気
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
き
﹂
は

Ⅱ
１　

 ﹁
吾
妹
子
﹂
の
不
在
の
思
い

　

２ 　
﹁
わ
が
背
子
﹂
の
不
在
へ
の
思
い

　

３ 　
﹁
妹
﹂
の
不
在
へ
の
思
い

を
表
す
も
の
だ
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
は
全
く
推
論
の
体
を
な
し
て
い
な
い
。
Ⅰ
﹁
し
﹂
の
修
飾
、
被
修
飾
の
関
係
如
何
と
Ⅱ
﹁
し
﹂
の
意
味
と
は
観
点
即
ち
次
元
を
異
に
し
て
お
り
、

両
者
に
は
何
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
Ⅰ
は
到
底
Ⅱ
の
根
拠
た
り
得
な
い
。
１
を
例
に
両
者
を
一
括
す
れ
ば
、

　

Ⅰ　
﹁
植
ゑ
し
梅
の
樹
﹂
と
い
う
ま
と
ま
り
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

で
捉
え
る
べ
き
で
な
い
。

　

Ⅱ　
﹁
き
﹂
は
﹁
吾
妹
子
﹂
の
不
在
の
思
い
を
表
す
。

と
な
る
が
、
こ
れ
で
は
何
の
事
か
分
か
ら
な
い
（
２
・
３
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
）。
無
関
係
な
Ⅰ
・
Ⅱ
が
単
に
併
記
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。                                                                                                        

更
に
、
特
に
先
の
３
の
説
明
の
後
半
部
（
③
以
下
）
に
著
し
い
よ
う
に
、
歌
に
こ
め
ら
れ
た
と
い
う
﹁
思
い
﹂
が
そ
の
ま
ま
﹁
き
﹂
の
意
味
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
歌
の
解
釈
が
ま
た
極
め
て
恣
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
２
・
３
の
二
首
は
﹁
秋
の
雑
歌
、
花
を
詠
め
る　

三
十
四
首
︿
二
〇
九
四
～
二
一
二
七
﹀﹂
中
の
も
の
で

あ
る
が
、
右
は
そ
れ
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
こ
と
も
右
の
如
き
牽
強
附
会
の
解
釈
の
原
因
の
一
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
拙
稿
④
に
譲
る
。

次
は
右
に
問
題
と
し
た
３
に
続
く
記
述
で
こ
の
部
分
の
結
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
動
作
・
作
用
に
関
し
て
、
そ
の
主
、
あ
る
い
は
そ
の
及
ぶ
相
手
・
物
、
そ
れ
ら
の
不
在
へ
の
思
い
が
、
そ
の
動
作
・
作
用
を
、
過
去

の
こ
と
と
し
て﹁
き（
し
）﹂と
い
う
語
で
表
わ
す
。
そ
れ
は
話
し
手
の
心
に
浮
ぶ
も
の
の
不
在
感
の
表
現
で
あ
り
、事
態
を
客
観
的
に
述
べ
る
と
い
う
よ
り
も
、

話
し
手
の
気
持
の
直
接
的
な
表
現
で
あ
る
。
現
代
語
の
﹁
た
﹂
の
論
理
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
古
代
語
の
﹁
き
（
し
）﹂
の
機
能
は
そ
の
よ

（
五
二
）
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う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
文
献
⑦
一
八
九
頁
）

右
は
、﹁
き
﹂
と
あ
れ
ば
﹁
あ
る
動
作
・
作
用
﹂
の
﹁
そ
の
主
、
あ
る
い
は
そ
の
及
ぶ
相
手
・
物
﹂
に
対
す
る
﹁
不
在
感
﹂
を
表
現
す
る
も
の
だ
と
い
う
。﹁
き
﹂

の
機
能
は
一
首
全
体
、
時
に
は
表
現
外
の
客
観
的
事
実
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
際
限
の
な
い
恣
な
拡
大
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
初
め
か
ら
結
論
が

措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
沿
っ
て
全
て
の
用
例
が
演
繹
的
に
割
り
切
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
こ
に
は
何
の
根
拠
も
必
要
と
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
ま
た
、
論
理
の
飛
躍
も
自
家
撞
着
も
一
切
眼
中
に
な
い
。
し
か
も
、
右
は
一
挙
に
普
遍
化
さ

れ
、
そ
れ
が
﹁
古
代
語
の
﹃
き
（
し
）﹄
の
機
能
﹂
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
の
揚
言
に
は
寸
分
の
遅
疑
も
な
く
、
ま
さ
に
一
刀
両
断
、
ま
こ
と
に

威
勢
が
よ
い
。                                                                                                                                                 

更
に
、
氏
は
こ
れ
に
続
い
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
か
ら
二
例
を
引
き
、
自
説
の
補
強
に
当
て
て
い
る
。

４　

か
の
六
条
の
御
息
所
の
御
腹
の
前
坊
の
姫
君
、
斎
宮
に
居
給
ひ
に
し
か
ば
、
大
将
の
御
心
ば
へ
も
、
い
と
頼
も
し
げ
な
き
を
（
葵
）

﹁
斎
宮
に
居
給
﹂
う
事
態
は
、
今
も
続
い
て
い
る
。
そ
の
文
脈
で
﹁
き
﹂
が
使
わ
れ
る
の
は
、
姫
君
が
斎
宮
と
な
り
、
御
息
所
の
も
と
に
も
う
い
な
い
と

　

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

５　

あ
て
き
と
言
ひ
し
は
今
は
兵
部
の
君
と
い
ふ
ぞ
そ
ひ
て
、
夜
、
逃
げ
出
で
て
、
舟
に
乗
り
け
る
（
玉
鬘
）

イ
﹁
あ
て
き
﹂
と
か
つ
て
名
乗
っ
た
人
は
、今
は
﹁
兵
部
の
君
﹂
と
言
い
、ロ
﹁
あ
て
き
﹂
と
い
う
名
前
で
は
な
い
。
そ
れ
を
表
わ
す
の
が
﹁
し
﹂
で
あ
る
。                                                                                                

こ
の
よ
う
に
﹁
き
﹂
の
果
た
す
機
能
は
、
そ
れ
が
既
に
実
現
し
た
こ
と
を
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
現
在
に
失
わ
れ
た
と
い
う
思
い
と
と
も
に
述
べ
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。（
一
八
九
頁
） 

右
用
例
に
つ
い
て
の
検
討
の
詳
細
は
既
述
拙
稿
④
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
略
説
に
止
め
る
。
先
ず
﹁
葵
﹂
巻
に
つ
い
て
見
る
に
、﹁
姫
君
﹂
は
斎
宮
に
決
ま
っ
て

い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
今
も
﹁
御
息
所
﹂
の
許
に
あ
る
。
波
線
部
は
甚
だ
し
い
謬
解
で
あ
っ
て
、
氏
に
は
こ
の
文
章
が
全
く
読
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
原
文
の

引
用
が
尻
切
れ
と
ん
ぼ

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
も
そ
れ
を
証
し
て
い
よ
う
）。
な
お
、
こ
こ
で
は
﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
る
﹁﹃
斎
宮
に
居
給
﹄
う
事
態
は
、
今
も
続
い

て
い
る
﹂
と
い
う
。
こ
れ
は
先
に
記
号
的
に
示
し
た
⑴
・
⑵
・
⑶
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
。
特
に
⑴
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
即
ち
、
氏
の
﹁
き
﹂
の
説
明
は
例
文
ご

（
五
三
）
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と
に
変
転
し
、
矛
盾
す
る
の
で
あ
っ
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。

﹁
玉
鬘
﹂
巻
で
は
、
今
度
は
﹁
し
﹂
に
よ
っ
て
名
前
が
な
く
な
っ
た
、
今
は
別
名
で
あ
る
、
と
い
う
。
右
の
波
線
部
イ
は
問
題
の
﹁
し
﹂
の
前
後
を
現
代
語
訳

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
助
動
詞
は
、
要
は
、
上
の
叙
述
に
あ
る
意
味
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
下
の
叙
述
に
は
関
係
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
﹁
し
﹂
は
﹁
今

は
兵
部
の
君
と
い
ふ
﹂
に
は
全
然
関
わ
り
が
な
い
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
ロ
﹁﹃
あ
て
き
﹄
と
い
う
名
前
で
は
な
い
。
そ
れ
を
表
わ
す
の
が
﹃
し
﹄

で
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
全
く
恣
意
的
な
謬
言
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
﹁
現
在
に
失
わ
れ
た
と
い
う
思
い
﹂
を
述
べ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。﹁
葵
﹂
巻
の
説
明
は
ま
こ
と
に
曖
昧
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
地
の
文

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
作
者
が
、︿
姫
君
が
御
息
所
の
も
と
に
も
う
い
な
い
﹀
事
を
嘆
い
て
﹁
き
﹂
を
用
い
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
ま
た
、﹁
玉
鬘
﹂
巻
も
同
じ
く

地
の
文
で
あ
る
か
ら
、
作
者
が
、
登
場
人
物
の
名
前
が
変
わ
っ
た
、
即
ち
︿﹁
あ
て
き
﹂
と
い
う
名
前
が
失
わ
れ
た
﹀
事
を
嘆
い
て
﹁
き
﹂
を
用
い
た
こ
と
に
な

る
の
か
。
と
も
に
、
到
底
ま
と
も
な
検
討
に
値
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
こ
こ
で
は
先
の
１
・
２
・
３
の
説
明
で
あ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
﹁
ま
と
ま
り
の
関
係
﹂
如
何
は
全
く
問
題
に
さ
れ
な
い
。
何
故
そ
う
し
た
重
大
な
齟
齬

を
来
す
の
か
。
理
由
は
極
め
て
明
快
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
の
１
・
２
・
３
は
い
ず
れ
も
﹁
き
﹂
の
連
体
形
﹁
し
﹂
の
連
体
修
飾
法
の
場
合
を
問
題
に
し
て
い
た
の
に

対
し
て
、
右
﹁
葵
﹂
巻
の
例
は
已
然
形
、﹁
玉
鬘
﹂
巻
の
例
は
連
体
形
で
は
あ
る
が
準
体
法
の
例
で
あ
っ
て
、
用
法
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
の
氏

の
揚
言
は
﹁
き
﹂
の
限
ら
れ
た
用
法
、
即
ち
連
体
形
の
一
部
の
用
法
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
ま
と
ま
り
の
関
係
﹂
の
否
定
を
他
に
広
く
適
用
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
。
他
の
例
を
挙
げ
る
。

﹁
あ
る
時
は
⋮
⋮
鬼
の
や
う
な
る
も
の
出
で
来
て
殺
さ
ん
と
し
き
。
あ
る
時
に
は
⋮
⋮
海
に
ま
ぎ
れ
ん
と
し
き
。
あ
る
時
に
は
⋮
⋮
草
の
根
を
く
ひ
も
の

と
し
き
。
あ
る
時
は
、
言
は
ん
方
な
く
む
く
つ
け
げ
な
る
も
の
来
て
、
食
ひ
か
ゝ
ら
ん
と
し
き
﹂（
竹
取
・
蓬
莱
の
玉
の
枝
）

右
﹃
竹
取
﹄
の
例
は
く
ら
も
ち
の
皇
子

0

0

0

0

0

0

0

の
偽
り
の
苦
労
談
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
終
止
形
の
場
合
に
﹁
ま
と
ま
り
の
関
係
﹂
云
々
が
全
く
問
題
に
な
ら

ぬ
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

﹁
親
た
ち
は
は
や
失
せ
給
ひ
に
き
。
三
位
中
将
と
な
ん
聞
え
し
。
い
と
ら
う
た
き
も
の
に
思
ひ
聞
え
給
へ
り
し
か
ど
、
我
が
身
の
程
の
心
も
と
な
さ
を
思

す
め
り
し
に
、
命
さ
へ
堪
へ
給
は
ず
な
り
に
し
後
、
は
か
な
き
物
の
便
り
に
て
、
頭
の
中
将
、
ま
だ
少
将
に
も
の
し
給
ひ
し
時
、
見
そ
め
た
て
ま
つ
ら
せ

（
五
四
）
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給
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は
心
ざ
し
あ
る
さ
ま
に
通
ひ
給
ひ
し
を
、
去
年
の
秋
頃
、
か
の
右
の
大
殿
よ
り
、
い
と
恐
ろ
し
き
事
の
聞
え
ま
で
来
し
に
、
も
の

お
ぢ
を
わ
り
な
く
し
給
ひ
し
御
心
に
、
せ
ん
方
な
く
思
し
お
ぢ
て
、
西
の
京
に
御
乳
母
住
み
侍
る
所
に
な
ん
、
は
ひ
か
く
れ
給
へ
り
し
。
⋮
⋮
﹂（
源
氏
・

夕
顔
・
一
・
一
六
六
）

右
﹁
夕
顔
﹂
巻
の
例
は
、右
近
が
源
氏
に
夕
顔
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
言
葉
を
抄
出
し
た
も
の
で
、こ
こ
に
は
﹁
き
﹂
の
多
彩
な
用
法
が
見
ら
れ
る
が
、終
止
形
・

已
然
形
の
例
は
勿
論
、連
体
形
の
場
合
も
前
述
の
氏
の
言
が
無
意
味
で
あ
る
事
は
明
白
で
あ
る
。即
ち
、係
り
結
び
に
よ
る
連
体
形
の
終
止
法
の
例
、助
詞﹁
に
﹂﹁
を
﹂

に
続
く
例
に
お
い
て
﹁
ま
と
ま
り
の
関
係
﹂
如
何
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
更
に
、
連
体
修
飾
法
の
三
例
に
お
い
て
も
﹁
ま
と
ま
り
の
関
係
﹂
が
否
定
さ
れ

る
な
ど
と
い
う
事
は
到
底
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
は
文
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

 

三

以
上
、
氏
に
よ
れ
ば
、﹁
き
﹂
は
﹁
不
在
感
﹂﹁
失
わ
れ
た
思
い
﹂
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
文
献
⑧
で
は
こ
れ
と
は
正
反
対
の
用
例
が
あ
る
と
い
う
。

Ⅰ
過
去
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
は
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
思
い
が
﹁
き
﹂
の
表
し
た
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
は
、
例
え
ば
、
Ⅰ
故
人

へ
の
思
い
と
か
、別
離
の
相
手
へ
の
思
い
と
か
、現
状
が
満
た
さ
れ
ぬ
思
い
に
あ
る
場
合
の
例
を
拾
い
出
し
て
来
た
。
し
か
し
、現
状
の
悲
し
み
、あ
る
い
は
、

そ
れ
へ
の
不
満
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
だ
け
に
﹁
き
﹂
が
使
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
我
が
待
ち
恋
ひ
し
君
そ
来
ま
せ
る
（
万
葉
集
・
一
五
二
三
）

七
夕
の
日
に
、
数
日
前
の
立
秋
の
日
を
思
い
起
こ
し
た
歌
で
あ
る
。
立
秋
の
頃
の
﹁
君
﹂
の
い
な
か
っ
た
時
と
は
違
い
、
こ
の
歌
の
時
点
で
、﹁
君
﹂
は

私
の
所
に
い
る
。
Ⅱ
以
前
の
悲
し
い
思
い
は
消
え
、
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
今
は
喜
び
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。﹁
き
﹂
の
使
わ
れ
た
、
こ
の
歌
は
、
こ
れ
ま
で

に
挙
げ
た
、
Ⅰ
故
人
へ
の
思
い
、
別
離
の
悲
し
さ
と
い
っ
た
、
辛
い
今
、
よ
か
っ
た
過
去
を
表
し
た
例
と
は
違
い
、
Ⅱ
辛
か
っ
た
過
去
と
よ
い
今
と
を
表

し
て
い
る
。
こ
の
文
脈
で
も
、﹁
き
﹂
は
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ⅱ
こ
の
歌
で
は
、
過
去
の
辛
か
っ
た
状
況
に
比
べ
て
、
今
が
大
変
に
よ
い
と
い

う
よ
う
に
、
過
去
と
現
状
と
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
て
、
辛
か
っ
た
過
去
が
今
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
い
る
、
そ
の
喜
び
の
思
い
の
大
き
さ
を
表
す

効
果
が
﹁
き
﹂
を
使
う
こ
と
で
生
じ
た
に
違
い
な
い
。

（
五
五
）
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こ
の
よ
う
に
、
Ⅲ
﹁
き
﹂
の
役
割
は
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
今
は
な
く
な
り
、
今
は
過
去
と
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
、
そ
の
思
い
を
表
す
こ
と
に
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
六
五
頁
上
。
段
落
・
記
号
・
傍
線
筆
者
。
記
号
・
傍
線
の
種
類
は
内
容
に
よ
つ
て
区
別
し
た
。
Ⅰ
・
Ⅱ
が
そ
れ
ぞ
れ
複
数

回
出
て
来
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
）

こ
こ
で
は
﹁
き
﹂
の
表
す
も
の
は
﹁
喜
び
の
思
い
の
大
き
さ
﹂
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
氏
が
繰
り
返
し
力
説
し
て
い
た
﹁
故
人
へ
の
思
い
、
別
離
の
悲

し
さ
﹂
で
は
な
い
。
二
つ
の
思
い
は
ま
さ
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
読
、
目
を
疑
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
。
更
に
、
一
首
の
解
釈
も
甚
だ
し
い
誤
解
で
あ
る
。

即
ち
、
こ
の
歌
を
﹁
七
夕
の
日
に
、
数
日
前
の
立
秋
の
日
を
思
い
起
こ
し
た
歌
で
あ
る
﹂
と
す
る
の
は
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
七
夕
の
日
に
待
ち
に
待
っ
た
牽
牛
を

迎
え
た
喜
び
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
右
は
、﹁
き
﹂
は
、
昔
（﹁
立
秋
の
頃
﹂
の
思
い
）
と
今
（﹁
こ
の
歌
の
時
点
﹂）
と
を
対
比
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
先
入
観

に
よ
る
誤
解
乃
至
曲
解
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
右
の
冗
漫
な
説
明
を
要
約
す
れ
ば
、﹁
き
﹂
は

Ⅰ　

辛
い
今
、
よ
か
っ
た
過
去
を
表
す
。

Ⅱ　

辛
か
っ
た
過
去
と
よ
い
今
と
を
表
す
。

Ⅲ　

過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
今
は
な
く
な
り
、
今
は
過
去
と
す
っ
か
り
変
わ
っ
た
と
の
思
い
を
表
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
は
氏
の
説
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
は
従
来
の
持
説
Ⅰ
と
相
反
す
る
例
Ⅱ
を
挙
げ
、﹁
き
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
の
新
た
な

見
解
Ⅲ
を
打
ち
出
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
Ⅰ
は
氏
の
持
説
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
Ⅱ
は
ま
さ
に
そ
れ
と
相
反
し
、
そ
れ
と
対
立
す
る
内
容

で
あ
る
。
そ
し
て
Ⅲ
は
そ
の
矛
盾
・
対
立
す
る
両
者
を
巧
み
に
ま
と
め
た

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
以
後
、﹁
き
﹂
の
意
味
と
し
て
採
る
べ
き
は
Ⅲ
で
あ
り
、

か
つ
Ⅲ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
か
、
以
後
、
氏
は
こ
の
見
解
を
二
度
と
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の

見
解
は
こ
の
後
氏
の
論
か
ら
全
く
影
を
潜
め
、
再
度
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
後
は
再
び
Ⅰ
の
見
解
に
回
帰
し
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
の
解
釈
と
な
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
不
可
解
と
い
う
他
は
な
い
。

尤
も
、右
の﹁
秋
風
の
﹂の
歌
に
お
け
る﹁
き
﹂の
解
釈
Ⅱ
も
、Ⅰ
同
様
到
底
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
Ⅱ
の﹁
辛
か
っ
た
過
去
と
よ
い
今
と
を
表
す
﹂と
か﹁
喜

（
五
六
）
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び
の
思
い
の
大
き
さ
﹂
と
か
は
一
首
全
体
、
特
に
結
句
の
内
容
か
ら
出
て
来
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
﹁
き
﹂
自
体
の
意
味
で
は
な
い
。
こ
こ
で
改
め

て
右
の
﹁
き
﹂
の
役
割
を
確
認
す
る
。
先
ず
、

︹︿
秋
風
の
吹
き
に
﹀
し
︺
日

に
お
い
て
、﹁
き
﹂
は
︿　

﹀
の
内
容
を
回
想
し
、
連
体
形
の
機
能
と
し
て
﹁
日
﹂
を
修
飾
す
れ
ば
事
は
足
り
る
。
次
に
、

︹︿
秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
我
が
待
ち
恋
ひ
﹀
し
︺
君

の
﹁
き
﹂
は
同
様
に
︿　

﹀
の
内
容
即
ち
第
四
句
ま
で
の
や
や
長
文
の
内
容
（
こ
こ
は
回
想
が
謂
わ
ば
入
れ
子
型
に
重
層
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
勿
論
特
に
問

題
に
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
）
を
回
想
し
、
連
体
形
の
機
能
と
し
て
﹁
君
﹂
を
修
飾
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
﹁
き
﹂
自
体
は
当
然
な
が
ら
如
何
な
る

﹁
思
い
﹂
も
表
す
こ
と
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
謂
わ
ば
無
色
0

0

で
あ
る
。

先
の
説
明
に
は
﹁
文
脈
﹂
と
い
う
語
が
二
度
出
て
来
る
が
、
氏
に
は
﹁
文
脈
﹂
と
助
動
詞
﹁
き
﹂
自
体
の
意
味
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
更

に
﹁
き
﹂
の
意
味
と
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
の
﹁
効
果
﹂（
そ
れ
が
仮
に
あ
る
と
し
て
）
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
助
動
詞
の
意
味
を
論
ず
る
場
合
、
こ

の
三
者
を
識
別
す
る
こ
と
く
ら
い
最
低
の
条
件
で
は
な
い
か
。
換
言
す
れ
ば
、
文
脈
や
表
現
効
果
と
い
っ
た
具
体
・
特
殊
相
を
捨
象
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
文
法

が
追
求
す
べ
き
普
遍
的
な
意
義
を
抽
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
認
識
を
欠
く
な
ら
ば
、
如
何
な
る
説
明
も
遂
に
妄
言
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
﹁
き
﹂
に
限
ら
ず
、
氏
の
助
動
詞
説
の
す
べ
て
に
共
通
す
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

﹁
き
﹂
の
意
味
が
も
し
氏
の
言
の
如
く
﹁
文
脈
﹂
に
依
存
し
、
そ
れ
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
仮
に

イ　

秋
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
い
つ
し
か
と
我
が
待
ち
恋
ひ
し
君
そ
来
ま
さ
ぬ
（
君
は
来
ま
さ
ず
）

と
あ
れ
ば
、
二
つ
の
﹁
き
﹂
は
忽
ち
﹁
悲
し
み
の
思
い
の
大
き
さ
﹂
を
表
す
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に

ロ　

見
ま
く
欲
り
わ
が
待
ち
恋
ひ
し
秋
萩
は
枝
も
し
み
み
に
花
咲
き
に
け
り

ハ　

見
ま
く
欲
り
わ
が
待
ち
恋
ひ
し
秋
萩
は
散
り
に
け
る
か
も
い
ま
だ
飽
か
な
く
に

に
お
い
て
も
、
下
の
句
に
よ
っ
て
前
者
の
﹁
き
﹂
は
充
足
の
喜
び
の
思
い
の
大
き
さ
を
表
し
、
後
者
の
﹁
き
﹂
は
満
た
さ
れ
ぬ
嘆
き
の
思
い
の
大
き
さ
を
表
す
も

の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
イ
・
ハ
は
筆
者
の
仮
作
、
ロ
は
萬
葉
・
一
〇
・
二
一
二
四
）。

（
五
七
）
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
悲
喜
そ
の
他
の
思
い
が
文
脈
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
延
い
て
は
前
述
し
た
﹁
き
﹂
の
無
色
な
る
こ
と
を
端
的
に
証
す
る

で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
悲
喜
あ
る
い
は
そ
の
他
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、﹁
き
﹂
が
﹁
思
い
﹂
を
表
す
な
ど
と
い
う
解
釈
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
右
の
事
実
に
よ
っ

て
も
疑
問
の
余
地
が
な
か
ろ
う
。

な
お
、
結
論
Ⅲ
も
到
底
認
め
難
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
一
首
を
示
せ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

昔0

見
し
象
の
小
河
を
今0

見
れ
ば
い
よ
よ
清
け
く
な
り
に
け
る
か
も
（
同
・
三
・
三
一
六
）

こ
れ
は
芳
野
離
宮
を﹁
天
地
と　

長
く
久
し
く　

万
代
に　

変
ら
ず
あ
ら
む
﹂と
詠
ん
だ
長
歌
の
反
歌
で
あ
る
。
右
の
ど
こ
に﹁
今
は
過
去
と
す
っ
か
り
変
わ
っ

た
﹂
と
の
思
い
を
認
め
得
る
の
か
。

結
論
Ⅲ
は
前
述
の
如
く
Ⅰ
即
ち
文
献
⑤
以
来
の
氏
の
主
張
（﹁
不
在
感
﹂﹁
失
わ
れ
た
思
い
﹂
等
）
と
新
た
な
Ⅱ
の
解
釈
と
を
総
合
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
所
詮
そ
れ
は
た
わ
い

0

0

0

の
な
い
そ
の
場
限
り
の
思
い
つ
き
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
説
は
以
後
二
度
と
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。

以
上
、
検
討
が
多
岐
に
亙
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、﹃
広
辞
苑
﹄
第
四
版
﹁
き
﹂
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
の
根
底
に
あ
る
氏
の
見
解
が
到
底
容
認
す
べ
か

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
得
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

し
か
も
、
こ
の
迷
妄
は
続
く
第
五
版
に
至
っ
て
一
層
拡
大
す
る
。

 

四

さ
て
、
七
年
後
の
第
五
版
で
は
︹
概
説
︺・
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
及
び
そ
の
用
例
が
次
の
よ
う
に
変
改
さ
れ
た
。（
太
字
・
傍
点
線
筆
者
）

今
か
ら

0

0

0

、
過
去
に
あ
っ
た
事
を
思
い
起
す
（
回
想
す
る
）
意
を
表
す
。
室
町
時
代
以
降
は
﹁
た
﹂
と
同
じ
意
味
で
用
い
た
。

①
過
去
を
回
想
す
る
意
を
表
す
。
多
く
の
場
合
、
今
で
は
も
う
取
り
返
せ
な
い
事
と
い
う
意
が
こ
も
る
。

記
上
﹁
わ
が
ゐ
寝
し
妹
は
忘
れ
じ
世
の
こ
と
ご
と
に
﹂

万
三
﹁
吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
﹂

（
五
八
）
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右
の
︹
概
説
︺
中
の
﹁
今
か
ら
﹂
と
い
う
の
は
﹁
現
在
の
立
場
か
ら
﹂
の
意
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
無
用
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
回
想
（﹁
き
﹂）
で
あ
ろ
う
と

未
来
の
予
測
（﹁
む
﹂）
で
あ
ろ
う
と
現
在
の
推
量
（﹁
ら
む
﹂）
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
話
し
手
の
現
在
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
を
先
の
第
四
版
同
様
に
示
せ
ば

「
き
」
＝
Ⅰ
過
去

→
Ⅱ
今
で
は
も
う
取
り
返
せ
な
い
事

と
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
文
献
⑤
で
は
第
五
版
の
例
文
と
な
っ
た
右
﹁
吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
﹂
の
歌
を
含
む
四
四
六
番
以
下
八
首
の
歌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。﹁

吾
妹
子
が
﹂
の
歌
は
、
大
伴
旅
人
が
太
宰
帥
か
ら
大
納
言
に
転
じ
帰
京
し
た
時
の
詠
で
あ
る
。
こ
の
時
、
旅
人
は
彼
地
で
妻
を
亡
く
し
て
お
り
、
⋮
⋮

右
の
歌
も
含
め
て
、
こ
の
時
、
す
べ
て
時
の
助
動
詞
は
﹁
し
﹂
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
取
り
戻
し
よ
う
の
な
い
過
去
の
事
態
で
あ
る
と
い
う
思

い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
思
え
る
。（
一
八
頁
上
。
太
字
筆
者
）

更
に
、
文
献
⑥
で
は
右
﹁
吾
妹
子
が
﹂
の
歌
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

﹁
妻
が
植
え
た
梅
の
樹
﹂
で
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、﹁
し
﹂
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
、
吾
妹
子
が
今
は
亡
き
人
で
あ
り
、﹁
吾
妹
子
が
植
ゑ
﹂
た
こ
と
が
、
現

在
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
過
去
の
事
で
あ
る
意
を
表
し
、
そ
の
亡
き
妻
を
偲
ぶ
気
持
の
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
八
五
頁
。
同
）

既
に
先
の
１
・
２
・
３
の
三
首
（﹁
吾
妹
子
が
﹂﹁
恋
し
く
は
﹂﹁
秋
さ
ら
ば
﹂）
の
検
討
の
際
に
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
氏
の
論
に
は
初
め
か
ら
結
論
が
措
定

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
右
文
献
⑤
・
⑥
の
説
明
を
見
て
も
そ
の
こ
と
は
ま
こ
と
に
瞭
然
と
し
て
い
る
。
即
ち
、

ⓐ
こ
の
時
、
旅
人
は
彼
地
で
妻
を
亡
く
し
て
お
り
、
ⓑ
こ
の
時
、
す
べ
て
時
の
助
動
詞
は
﹁
し
﹂
が
使
わ
れ
て
お
り
、

ⓑ
﹁
し
﹂
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
、
ⓐ
吾
妹
子
が
今
は
亡
き
人
で
あ
り
、 

と
あ
る
如
く
、

ⓐ
故
人
で
あ
る
か
ら
ⓑ
﹁
き
﹂
が
使
わ
れ
る
。

及
び
そ
の
裏
返
し
の
形
で
、

（
五
九
）
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ⓑ
﹁
き
﹂
と
あ
る
か
ら
ⓐ
故
人
で
あ
る
。

と
の
観
念
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
更
に
進
ん
で
、

故
人
の
行
為
を
表
す
こ
と
と
﹁
き
﹂
と
の
間
に
は
必
然
性
が
あ
る
。（
文
献
⑮
一
〇
頁
、
取
意
）

と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。﹁
必
然
性
﹂
と
は
﹁
そ
れ
以
外
は
あ
り
得
な
い
﹂
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
右
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
④
で
完
全
に
否
定
し
た
。
実
証
を

伴
わ
ぬ
観
念
だ
け
が
肥
大
化
し
凝
り
固
ま
っ
て
独
り
歩
き
し
た
結
果
で
あ
る
。

こ
の
、
氏
に
と
っ
て
は
自
明
の
根
本
的
な
前
提
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
演
繹
的
に
割
り
切
ら
れ
て
ゆ
く
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
、﹁﹃
し
﹄
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
﹂

ど
う
し
て
直
ち
に
﹁
吾
妹
子
が
今
は
亡
き
人
で
あ
り
﹂﹁
そ
の
亡
き
妻
を
偲
ぶ
気
持
の
あ
る
こ
と
﹂
に
な
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
い
は
初
め
か
ら
成
り
立
た
ぬ

道
理
で
あ
っ
た
。

こ
の
歌
は
巻
三
﹁
挽
歌
﹂
の
部
の
﹁
故
郷
の
家
に
還
り
入
り
て
、
即
ち
作
る
歌
三
首
﹂
中
の
一
首
で
あ
り
、
先
の
八
首
の
末
尾
に
位
置
す
る
。

人
も
な
き
空
し
き
家
は
草
枕
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し
か
り
け
り
（
四
五
一
）

妹
と
し
て
二
人
作
り
し
吾
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も
（
四
五
二
）

吾
妹
子
が
植
ゑ
し
梅
の
樹
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
（
四
五
三
）

三
首
は
漸
層
法
的
な
手
法
が
著
し
い
が
、
亡
き
妻
へ
の
追
慕
の
情
は
第
三
首
に
至
っ
て
頂
点
に
達
す
る
。﹁
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
﹂
と
い
う
悲
嘆
の
直
接
の

吐
露
を
見
よ
。﹁
吾
妹
子
が
今
は
亡
き
人
﹂
で
あ
る
こ
と
も
﹁
亡
き
妻
を
偲
ぶ
気
持
﹂
の
あ
る
こ
と
も
、
か
か
る
一
首
（
更
に
は
三
首
）
の
表
現
か
ら
来
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
助
動
詞
﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。
氏
は
、
前
述
の
ⓐ
と
ⓑ
と
を
短
絡
す
る
が
、
こ
こ
に
問
題
の
根
本
が
あ
る
。

助
動
詞
﹁
き
﹂
が
事
柄
の
存
否
と
い
っ
た
素
材
的
意
味
を
表
し
た
り
、
具
体
的
な
感
情
を
表
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
右
の
よ
う
に
特
定
の
文
脈
・
場

面
か
ら
来
る
も
の
を
﹁
意
味
﹂
と
す
る
の
は
氏
の
常
套
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
見
解
の
根
本
的
な
迷
妄
を
意
味
す
る
。

な
お
、
先
の
ブ
ラ
ン
チ
①
に
は
﹁
多
く
の
場
合
﹂
と
あ
る
が
、
氏
の
論
文
、
著
書
を
見
る
に
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
右
の
大
伴
旅
人
の
歌
を
中
心
と
す
る
ご
く
少
数

の
例
に
限
ら
れ
る
。
文
献
⑤
以
降
の
氏
の
﹁
き
﹂
の
論
を
見
る
に
、
そ
の
悉
く
に
こ
の
旅
人
の
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
実
に
ほ
ぼ
十
度
に
及
ぶ
。

（
六
〇
）
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こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
驚
き
に
値
す
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
の
旅
人
の
歌
は
氏
の
立
論
の
切
っ
掛
け
を
な
す
と
同
時
に
そ
の
僅
少
に
し
て
か

つ
最
大
の
根
拠
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
﹁
多
く
の
場
合
﹂
と
い
う
文
言
は
ほ
と
ん
ど
空
虚
な
修
辞
に
過
ぎ
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
氏
の
論
に
は
﹁（
こ
う
い
う
例
が
）
多
い
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
時
々
見
ら
れ
る
が
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
氏
が
実
際
に
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と

は
な
い
。
し
か
も
、
氏
は
そ
の
少
数
の
特
殊
な
例
を
も
っ
て
、
一
挙
に
一
般
化
し
て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
個
々
の
例
文
に
つ
い
て
の
真
摯
に
し
て
精
確
な
解
析
は

望
む
べ
く
も
な
い
。
次
は
﹁
一
首
の
歌
の
中
に
﹃
き
﹄﹃
け
り
﹄
の
二
語
が
現
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
﹂
と
し
て
挙
げ
る
二
例
中
の
一

首
で
あ
る
が
、

春
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る
（
万
葉
集
・
八
・
一
四
二
四
）

因
み
に
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
説
明
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　

失
わ
れ
た
過
去
へ
の
思
い
を﹁
き
﹂で
表
し
、そ
れ
へ
の
思
い
を
こ
め
つ
つ
現
状
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
で﹁
け
り
﹂が
使
わ
れ
る
と
い
う
形（
⋮
⋮
或
い
は
、

現
状
を
見
て
過
去
を
回
想
し
な
が
ら
﹁
け
り
﹂
を
使
い
、な
く
な
っ
た
と
い
う
思
い
で
﹁
き
﹂
を
使
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
方
が
自
然
か
も
知
れ
な
い
）

が
、
あ
り
得
た
発
想
の
形
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（
文
献
⑬
六
頁
上
。
傍
線
筆
者
）

氏
に
よ
れ
ば
、
山
部
赤
人
の
こ
の
春
を
讃
美
す
る
歌
中
の
﹁
き
﹂
も
ま
た
か
く
の
如
く
﹁
失
わ
れ
た
過
去
へ
の
思
い
﹂
を
表
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
巻
八
﹁
春
の
雑
歌
﹂
中
の
こ
の
一
首
の
ど
こ
に
喪
失
の
思
い
を
認
め
得
る
の
か
。
そ
も
そ
も
何
が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
か
。
こ
こ
も
、
初
め
か
ら
措
定
さ
れ

た
結
論
を
強
引
に
一
首
に
当
て
嵌
め
た
も
の
と
し
か
解
し
よ
う
が
あ
る
ま
い
。

次
は
前
述
の
一
首
の
中
に
﹁
き
﹂﹁
け
り
﹂
の
二
語
が
共
に
使
わ
れ
て
い
る
用
例
の
多
寡
の
問
題
に
つ
い
て
の
氏
の
記
述
で
あ
る
。

必
ず
し
も
目
立
っ
て
多
い
用
法
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
（
文
献
⑫
一
〇
四
頁
上
）

こ
の
よ
う
な
歌
を
し
ば
し
ば
目
に
す
る
。（
文
献
⑬
六
頁
上
。
右
に
引
用
し
た
歌
に
つ
い
て
）

こ
の
種
の
例
は
極
め
て
多
い
が
⋮
⋮
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
種
の
例
は
多
い
。（
文
献
⑯
三
頁
）

一
つ
の
事
実
が
三
通
り
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
自
説
に
都
合
よ
く
次
第
に
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
六
一
）
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﹃
広
辞
苑
﹄
の
問
題
に
戻
る
。
第
五
版
で
は
第
四
版
ま
で
あ
っ
た
次
の
例
文
が
削
除
さ
れ
た
。

万
一
〇
﹁
あ
し
ひ
き
の
山
に
白
き
は
わ
が
宿
に
昨
日
の
夕
べ
降
り
し
雪
か
も
﹂

﹁
冬
の
雑
歌
﹂
に
属
す
る
﹁
雪
を
詠
め
る　

九
首
﹂
中
の
こ
の
﹁
き
﹂
は
、
氏
も
さ
す
が
に
ブ
ラ
ン
チ
①
の
﹁
今
で
は
も
う
取
り
返
せ
な
い
事
﹂
の
例
と
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
削
除
の
理
由
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
実
も
氏
の
説
の
妥
当
性
の
欠
如
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
ブ
ラ
ン
チ
①
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
て
き
た
。
第
四
版
・
第
五
版
（
第
六
版
同
内
容
）
と
も
に
恣
意
的
な
臆
断
に
過
ぎ
ず
、
要
す
る
に
、
到
底
容
認

出
来
る
内
容
で
は
な
い
。

 

五 

前
後
す
る
が
以
下
、
ブ
ラ
ン
チ
②
の
検
討
に
移
る
。
次
が
第
四
版
の
︹
概
説
︺
及
び
ブ
ラ
ン
チ
②
の
︿
語
義
﹀・
例
文
で
あ
る
。

確
実
な
記
憶
に
あ
る
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
回
想
を
表
す
。

②
あ
る
時
点
で
確
実
に
起
き
た
と
認
め
ら
れ
る
事
態
を
表
す
。
⋮
た
。

百
二
十
句
本
平
家
﹁
切
ら
れ
た
り
と
聞
え
し
か
ば
﹂

こ
れ
を
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
何
人
も
、
こ
の
例
文
を
過
去
の
既
定
（
確
定
）
条
件
を
表
す
も
の
と
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
短
小
な
例
文
は
次
の

文
章
の
傍
線
部
の
み
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

畠
山
庄
司
重
能
、
小
山
田
の
別
当
有
重
、
宇
都
宮
左
衛
門
朝
綱
、
こ
れ
三
人
は
去
ん
ぬ
る
治
承
三
年
よ
り
、（
都
に
）
召
し
籠
め
ら
れ
て
あ
り
し
を
、
大

臣
殿
ば
か
り
﹁
こ
れ
ら
が
首
を
刎
ね
ら
る
べ
し
﹂
と
の
た
ま
ひ
け
る
を
、
平
大
納
言
と
、
新
中
納
言
と
申
さ
れ
け
る
は
、﹁
こ
れ
ら
百
人
千
人
を
切
ら
せ
給

ひ
て
候
ふ
と
も
、
御
運
尽
き
さ
せ
給
は
ん
の
ち
は
世
を
取
ら
せ
給
は
ん
こ
と
か
た
か
る
べ
し
。
国
に
候
ふ
な
る
か
れ
ら
が
妻
子
ど
も
、
さ
こ
そ
は
嘆
き
候

ふ
ら
め
。
今
や
、
今
や
と
待
ち
候
ふ
ら
ん
と
こ
ろ
に
、
斬
ら
れ
た
り
と
聞
こ
え
し
か
ば
、
い
か
ば
か
り
嘆
き
候
は
ん
ず
ら
ん
。
こ
れ
ら
を
東
国
へ
返
し
つ

か
は
さ
る
べ
し
と
お
ぼ
え
候
﹂
と
ひ
ら
に
申
さ
れ
け
れ
ば
、
⋮
⋮
（
百
二
十
句
本
平
家
物
語
・
巻
第
七
第
七
十
句
・
平
家
一
門
都
落
。﹁
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹂

底
本
国
会
図
書
館
蔵
本
）

（
六
二
）
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右
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
の
例
文
は
未
実
現
の
仮
定
の
事
実
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
②
の
﹁
あ
る
時
点
﹂
と
は
﹁
未
来
の

時
点
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
前
掲
︹
概
説
︺
の
﹁
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
回
想

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
表
す
﹂
と
は
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
各
ブ
ラ
ン
チ
は
勿

論
︹
概
説
︺
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
埒
外
に
あ
る
。

さ
て
、
右
が
未
来
の
事
態
を
表
す
も
の
な
る
が
故
に
、
第
五
版
で
は
、

②
（
未
来
を
含
め
て
）
あ
る
時
点
で
確
実
に
起
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
事
態
を
表
す
。（﹁
た
﹂
に
通
じ
る
用
法
）
⋮
た
。（
波
線
筆
者
）

と
し
て
、
二
つ
の
波
線
部
を
補
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
未
来
を
含
め
て

0

0

0

﹂
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
、
未
来
以
外
を
前
提
と
す
る
。
で
は
、
そ
の
前
提
は
何
か
。

過
去
と
現
在
と
を
指
す
の
か
。
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
の
み
か
。
と
ま
れ
、
こ
の
︿
語
義
﹀
は
、
同
時
に
新
た
な
問
題
を
生
む
。
氏
が
右
ブ
ラ
ン
チ

②
の
用
例
と
す
る
の
は
実
際
に
は
こ
の
一
例
に
限
ら
れ
、他
に
は
な
い
（
詳
細
後
述
）。
従
っ
て
、未
来
以
外
を
前
提
と
し
た
右
の
︿
語
義
﹀
は
成
り
立
ち
得
な
い
。

前
提
と
な
る
べ
き
用
例
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
は
辻
褄
合
わ
せ
に
﹁
未
来
を
含
め
て
﹂
を
補
う
だ
け
で
弥
縫
出
来
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
で

は
一
層
読
者
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
右
例
文
の
性
格
を
確
認
す
る
要
が
あ
ろ
う
。
次
は
氏
自
身
の
言
で
あ
る
。

１　

未
実
現
事
態
で
あ
り
、
そ
の
点
で
﹁
し
か
﹂
の
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
。（
文
献
①
一
四
〇
頁
。
傍
線
筆
者
）

２　
﹁
百
二
十
句
本
﹂
よ
り
も
古
態
を
有
す
る
と
さ
れ
る
﹁
屋
代
本
﹂
で
は
、
こ
の
部
分
、

今
ヤ
下
ル
々
々
ト
、
待
候
覧
ニ
、
切
レ
進
セ
タ
リ
ト
聞
エ
候
ハ
、
何
斗
ノ
思
ニ
テ
カ
候
ハ
ン
ス
ラ
ン

と
、﹁
き
﹂
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
過
去
の
助
動
詞
と
い
う
見
地
か
ら
言
え
ば
、﹁
屋
代
本
﹂
の
方
が
理
に
叶
っ
て
い
る
と
言
え
る
。（
文
献
③
一
二
七
頁
）

３　

未
来
の
こ
と
に
使
わ
れ
、
本
来
の
﹁
き
﹂
の
用
法
で
は
な
く
、﹁
た
﹂
と
同
じ
使
い
方
に
な
っ
て
い
る
。（
文
献
⑱
一
九
〇
頁
、﹁
き
﹂
の
［
変
遷
］
の
項
）

氏
は
、右
は
﹁
大
い
に
疑
問
が
あ
﹂
り
﹁
理
に
叶
﹂
わ
ぬ
例
で
﹁
本
来
﹂
の
用
法
で
は
な
い
、と
言
う
。
な
お
、﹁
未
実
現
事
態
﹂
に
用
い
ら
れ
た
﹁
き
﹂
の
例
と
し
て
、

氏
が
著
書
、
論
文
等
に
お
い
て
右
以
外
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
問
題
の
多
い
孤
例
な
の
で
あ
る
。

更
に
、
現
存
百
二
十
句
本
中
最
古
の
古
写
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
斯
道
文
庫
蔵
本
に
し
て
も
、
な
お
、
室
町
後
期
と
さ
れ
る
。﹃
広
辞
苑
﹄
の
︿
語
義
﹀
は
従

来
歴
史
的
変
遷
の
順
を
追
っ
て
排
列
す
る
の
が
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
時
代
の
下
が
っ
た
、
あ
ま
っ
さ
え
多
く
の
問
題
を
含
む
極
め
て
特
殊
な
一
例
の
み
に
よ
っ

（
六
三
）
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て
一
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
殊
更
、
異
を
立
て
奇
を
衒
う
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
例
は
氏
が
拾
い
出
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、

辞
書
は
国
語
史
上
の
稀
少
・
珍
奇
な
用
例
を
紹
介
す
る
場
で
も
、
ま
た
、
ま
し
て
個
人
的
な
発
見
の
功
を
競
う
場
で
も
な
い
。

参
考
ま
で
に
﹃
百
二
十
句
本
平
家
物
語
﹄
か
ら
﹁
聞
こ
え
し
か
ば
﹂
の
類
例
を
示
す
。

中
将
、
南
都
へ
わ
た
さ
れ
て
、
斬
ら
れ
ぬ
と
聞
こ
え
し
か
ば
、（
千
手
前
は
）
様
を
変
へ
、
信
濃
の
国
善
光
寺
に
行
ひ
す
ま
し
て
、
か
の
後
世
菩
提
を
と

ぶ
ら
ひ
、
わ
が
身
も
往
生
の
素
懐
を
と
げ
に
け
り
。（
巻
第
十
第
九
十
四
句
・
重
衡
東
下
り
。﹁
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹂）

右
は
通
常
の
既
定
（
確
定
）
条
件
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
傍
線
部
の
み
を
抄
出
し
た

斬
ら
れ
ぬ
と
聞
こ
え
し
か
ば

と
、
先
の
ブ
ラ
ン
チ
②
の

切
ら
れ
た
り
と
聞
え
し
か
ば

と
の
用
法
如
何
を
論
理
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
何
人
に
も
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
辞
書
の
記
述
は
ク
イ
ズ
で
は
な
い
。
第
四
版
以
降
の
②
の
用
例
の
意
味
は
な
い

に
等
し
い
。

基
本
的
な
問
題
は
右
に
尽
き
る
が
、
以
下
、
若
干
附
言
す
る
。

　

未
来
の
時
点
で
確
実
に
起
き
た
。（
第
四
版
︿
語
義
﹀
取
意
）　

／　

未
来
の
時
点
で
確
実
に
起
っ
た
。（
第
五
版
︿
語
義
﹀
取
意
）

な
ど
と
い
う
言
い
方
は
な
い
。
ま
た
﹁（﹁
た
﹂
に
通
じ
る
用
法
）
⋮
た
。﹂
と
あ
る
が
、
現
代
語
の
﹁
た
﹂
に
未
来
の
場
合
の
文
末
の
言
い
切
り

0

0

0

0

0

0

0

の
用
法
は
な
い
。

即
ち
、﹁
明
日
、
学
校
に
行
っ
た
時
⋮
﹂﹁
来
年
、
外
国
へ
旅
行
し
た
な
ら
⋮
﹂
と
言
っ
て
も
、﹁
明
日
、
学
校
に
行
っ
た
。﹂﹁
来
年
、
外
国
へ
旅
行
し
た
。﹂
と
言

い
切
る
用
法
は
な
い
。
従
っ
て
、
右
②
の
︿
語
義
﹀
は
例
文
の
用
法
を
表
し
て
い
な
い
。

な
お
ま
た
、
出
典
を
﹁
百
二
十
句
本
平
家
﹂
と
す
る
だ
け
で
は
一
般
の
利
用
者
が
原
典
に
あ
た
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
出
典
の
表
示
も
ま
こ
と
に
不
親
切

と
言
う
他
は
な
い
。

                                                                                                                                                                                                  

以
上
を
基
に
結
論
す
る
。
第
四
版
以
降
の
ブ
ラ
ン
チ
②
は
第
三
版
の
そ
れ
を
斥
け
、
全
く
別
物
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
⑴
殊
更
特
殊
な
孤
例
に
よ
っ
て
一
ブ
ラ

（
六
四
）
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ン
チ
を
立
て
、
し
か
も
、
そ
の
⑵
引
用
形
式
の
不
適
切
、
⑶
︹
概
説
︺
と
︿
語
義
﹀
と
の
不
整
合
、
更
に
は
⑷
︿
語
義
﹀
の
解
説
の
蕪
雑
等
々
に
よ
っ
て
到
底
容

認
し
難
い
。
削
除
す
る
他
は
あ
る
ま
い
。

第  
二  
章    

助
動
詞
「
け
り
」

 

一

助
動
詞
﹁
け
り
﹂
の
問
題
に
移
る
。

﹁
け
り
﹂は
第
一
版
か
ら
第
四
版
ま
で
は
大
野
説
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て﹁
け
り
﹂に
つ
い
て
は
第
四
版
と
第
五
版
と
を
比
較
す
る
。
先
ず
両
者
の︹
概

説
︺
を
見
る
に
、
第
四
版
の

あ
る
事
実
が
真
実
で
あ
っ
た
事
を
新
た
に
認
識
し
、
は
っ
き
り
心
に
刻
み
つ
け
る
の
が
本
意
。
後
世
の
擬
古
文
で
は
詠
嘆
的
用
法
が
主
。

が
、
第
五
版
で
は
次
の
よ
う
に
変
じ
て
い
る
。

あ
る
事
実
を
基
に
過
去
を
回
想
す
る
意
を
表
す
。
後
世
に
は
助
動
詞
タ
の
意
味
を
詠
嘆
的
に
い
う
時
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。（
傍
線
筆
者
）

氏
に
は
﹁
け
り
﹂
の
論
も
甚
だ
多
い
。
即
ち
、
文
献
⑥
以
来
文
献
⑦
・
⑨
・
⑩
等
で
も
触
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
の

で
、
こ
こ
で
は
文
献
⑫
の
論
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
右
に
は

﹁
け
り
﹂
本
来
の
意
味
は
、
現
状
を
も
と
に
過
去
を
回
想
す
る
こ
と
に
あ
る
。（
一
〇
四
頁
上
）

と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
山
田
孝
雄
﹃
日
本
文
法
論
﹄
の

啻
に
回
想
す
る
の
み
な
ら
ず
、
必
現
実
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
て
回
想
を
起
す
な
り
。（
四
一
一
頁
）

及
び
﹃
日
本
文
法
學
概
論
﹄
の

現
に
見
る
事
に
基
づ
き
て
回
想
す
る
。（
三
四
八
頁
）

（
六
五
）
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に
拠
る
と
い
う
（
文
献
⑫
の
︹
注
６
︺）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
五
版
の
︹
概
説
︺
が
山
田
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

で
は
、
山
口
氏
は
山
田
説
を
ど
う
理
解
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
山
田
説
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
山
田
説
を
正

し
く
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
従
来
そ
の
真
意
が
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
既
に
山
田
氏
の
他
の
著

述
を
も
併
せ
見
な
が
ら
、
そ
の
詳
細
な
解
析
・
祖
述
を
行
な
っ
て
お
り
（
拙
稿
④
四
一
～
五
二
頁
）、
次
に
そ
の
結
論
を
再
掲
す
る
。

「
け
り
」
は
現
に
見
る
事
（
現
実
）
に
基
づ
き
（
そ
れ
を
契
機
と
し
て
）、
過
去
に
経
験
し
（
一
旦
現
実
と
な
り
）
た
る
事
実
を
心
内
に
回
想
（
思
い
出

し
て
再
び
認
識
）
し
た
、
そ
の
回
想
作
用
を
表
現
（
言
語
に
よ
っ
て
発
表
）
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
は
精
確
を
第
一
と
し
て
山
田
氏
の
説
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
り
、（　

）
内
は
換
言
乃
至
注
釈
的
な
語
句
で
あ
る
か
ら
、
繁
縟
を
避
け
て
そ
の
部
分
を
省
略

し
て
も
主
旨
は
変
わ
ら
な
い
。

以
下
、右
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
。﹃
日
本
文
法
講
義
﹄（
一
九
二
二
年
）
で
は
右
の
﹃
日
本
文
法
學
概
論
﹄（
一
九
三
六
年
）
と
同
様
の
規
定
の
あ
と
﹁
そ

の
意
の
著
し
く
あ
ら
は
れ
た
る
も
の
は
次
の
歌
の
如
き
も
の
な
り
﹂
と
し
て
次
の
一
首
を
挙
げ
る
。

八
重
葎
し
げ
れ
る
宿
の
淋
し
き
に
人
こ
そ
み
え
ね
秋
は
き
に
け
り
（
百
人
一
首
）（
拾
遺
集
）

右
は
、
ⓐ
﹁
現
に
見
る
事
﹂
即
ち
眼
前
の
荒
廃
し
た
景
が
契
機
と
な
っ
て
、
ⓑ
か
つ
て
経
験
し
た
秋
の
到
来
の
事
実
を
回
想
し
、
そ
れ
を
ⓒ
﹁
⋮
⋮
秋
は
き
に

け
り
﹂
と
表
現
し
た
も
の
、
と
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

以
上
を
も
と
に
要
約
・
整
理
し
、
二
、三
の
類
例
を
加
え
て
表
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ⓐ
回
想
の
契
機　
　
　
　

ⓑ
回
想
の
対
象　
　
　

ⓒ
回
想
表
現

　
　

現
に
見
る
事
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
秋
の
到
来
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁
秋
は
来
に
け
り
﹂

　
　

現
に
見
る
事
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
春
の
到
来
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁
春
は
来
に
け
り
﹂

　
　

現
に
見
る
事
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
開　
　

花
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁
花
は
咲
き
け
り
﹂

　
　

現
に
見
る
事
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
降　
　

雪
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁
雪
は
降
り
け
り
﹂

（
六
六
）
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ⓐ
の
﹁
回
想
の
契
機
﹂
と
は
﹁
現
に
見
る
事
﹂
即
ち
﹃
日
本
文
法
論
﹄
に
言
う
﹁
現
実
﹂
を
指
し
、
ⓑ
の
﹁
回
想
の
対
象
﹂
と
は
﹁
過
去
に
体
験
し
た
事
実
﹂、

砕
い
て
言
え
ば
﹁
昔
を
思
い
遣
る
﹂
の
﹁
昔
﹂
を
意
味
す
る
。
ⓒ
は
ⓐ
・
ⓑ
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
た
内
容
を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
の
意
で
あ
る
。
な
お
、

こ
こ
で
ⓐ
と
ⓑ
と
の
内
容
は
実
際
に
は
共
通
・
類
似
す
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
異
質
の
も
の
は
回
想
の
契
機
・
機
縁
と
は
な
り
難
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
ⓒ
は
ⓑ
を
言
語
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
ⓐ
・
ⓑ
・
ⓒ
の
三
者
は
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
三
者
を
混
同
し
て
は
な

ら
な
い
。
特
に
ⓐ
と
ⓒ
と
の
識
別
を
欠
く
と
、﹁
け
り
﹂
は
現
実
（
現
状
）
を
表
現
す
る
も
の
だ
な
ど
と
い
う
甚
だ
し
い
誤
解
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、

山
口
氏
の
説
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
こ
こ
で
そ
れ
を
強
調
し
て
お
く
。

以
下
、﹃
古
今
集
﹄
の
例
を
中
心
と
し
て
右
ⓐ
・
ⓑ
・
ⓒ
の
実
際
を
確
認
す
る
。

先
ず
、
最
も
多
い
の
は
次
の
よ
う
に
一
首
全
体
が
ⓒ
の
例
で
あ
る
。

イ　

ⓒ
故
里
と
な
り
に
し
な
ら
の
都
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
（
古
今
・
二
・
九
〇
）

ロ　

ⓒ
わ
が
宿
の
外
面
に
立
て
る
楢
の
葉
の
茂
み
に
涼
む
夏
は
来
に
け
り
（
新
古
今
・
三
・
二
五
〇
）

右
の
よ
う
に
ⓒ
の
み
が
表
現
さ
れ
て
い
る
例
が
最
多
を
占
め
る
が
、
表
現
は
こ
れ
で
充
足
・
完
結
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
何
の
不
足
・
不
備
も
な
い
。
更
に
、

以
下
に
見
る
如
く
、
ⓒ
は
す
べ
て
の
例
に
必
ず
存
在
す
る
。﹁
け
り
﹂
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

ⓐ
及
び
ⓑ
は
ⓒ
の
前
提
で
は
あ
る
が
、
ⓑ
は
勿
論
、
ⓐ
も
そ
の
表
現
が
必
須
な
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
ⓐ
は
時
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

先
ず
、
ⓐ
が
詞
書
中
に
あ
る
場
合
。
こ
れ
は
作
歌
の
場
面
や
動
機
を
示
す
詞
書
の
機
能
そ
の
も
の
で
あ
る
。

ハ　
　

心
地
そ
こ
な
ひ
て
わ
づ
ら
ひ
け
る
時
、
風
に
あ
た
ら
じ
と
て
、
お
ろ
し
こ
め
て
の
み
侍
り
け
る
間
に
、
ⓐ
折
れ
る
桜
の
散
り
が
た
に
な
れ
り
け
る
を
見
て

　
　
　

よ
め
る

　
　

ⓒ
た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
間
に
ま
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
（
古
今
・
二
・
八
〇
）

次
は
和
歌
本
文
中
に
ⓐ
が
表
現
さ
れ
た
例
。

ニ　

ⓐ
木
の
間
よ
り
も
り
く
る
月
の
影
見
れ
ば
ⓒ
心
尽
く
し
の
秋
は
来
に
け
り
（
同
・
四
・
一
八
四
）

ホ　

ⓐ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
な
く
声
き
け
ば
ⓒ
別
れ
に
し
ふ
る
さ
と
さ
へ
ぞ
恋
し
か
り
け
る
（
同
・
三
・
一
四
六
）

（
六
七
）



207

川上　徳明 

ヘ　

ⓒ
山
ざ
と
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
ⓐ
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
お
も
へ
ば
（
同
・
六
・
三
一
五
）

こ
れ
ら
は
﹁
⋮
見
れ
ば
﹂﹁
⋮
聞
け
ば
﹂
等
の
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
右
は
い
ず
れ
も
︿
已
然
形
│
ば
﹀
の
形
を
と
り
、﹁
回
想
の
契
機
﹂
な
る
事
が
よ

く
現
れ
て
い
よ
う
。
な
お
、
ⓐ
は
﹁
回
想
の
契
機
﹂
を
な
す
﹁
現
に
見
る
事
﹂
で
あ
る
か
ら
﹁
け
り
﹂
の
回
想
の
機
能
は
勿
論
そ
こ
に
は
及
ば
な
い
。

ⓑ
は
﹁
回
想
の
対
象
﹂
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
現
し
た
の
が
ⓒ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ⓑ
が
実
際
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。

ト 

藤
原
利
基
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
住
み
侍
り
け
る
曹
司
の
、
身
ま
か
り
て
の
ち
、
人
も
住
ま
ず
な
り
に
け
る
に
、
秋
の
夜
ふ
け
て
も
の
よ
り
ま
う
で
来

け
る
つ
い
で
に
見
入
れ
け
れ
ば
、
ⓐ
も
と
あ
り
し
前
栽
も
い
と
繁
く
荒
れ
た
り
け
る
を
見
て
、
は
や
く
そ
こ
に
侍
り
け
れ
ば
、
ⓑ
昔
を
思
ひ
や
り
て
よ

み
け
る

　

ⓒ
君
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
薄
虫
の
音
の
し
げ
き
野
辺
と
も
な
り
に
け
る
か
な
（
同
・
一
六
・
八
五
三
）

右
は
詞
書
・
和
歌
本
文
併
せ
て
、
ⓐ
・
ⓑ
・
ⓒ
の
す
べ
て
が
見
ら
れ
る
極
め
て
珍
し
い
例
で
あ
る
。
ⓐ
に
つ
い
て
は
措
き
、
こ
こ
で
は
ⓑ
を
中
心
に
一
言
す
る
。

先
に
、
ⓑ
の
﹁
回
想
の
対
象
﹂
と
は
﹁
過
去
に
体
験
し
た
事
実
﹂
即
ち
﹁
昔
を
思
い
遣
る
﹂
の
﹁
昔
﹂
を
意
味
す
る
と
い
っ
た
が
、
こ
こ
は
ま
さ
に
そ
の
例
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
ⓑ
の
﹁
回
想
の
対
象
﹂
が
和
歌
本
文
で
具
体
的
に
﹁
回
想
表
現
﹂（
ⓒ
）
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
改
め
て
﹃
日
本
文
法
論
﹄
の
説
明
を
見
る
に
、
先
の
意
味
規
定
の
後
、
七
首
の
例
歌
（
仮
に
Ａ
～
Ｇ
と
す
る
）
を
挙
げ
る
が
、
い
ま
そ
の
後
半
の
三
首

を
引
く
。（
句
読
以
外
の
記
号
・
傍
線
筆
者
。
た
だ
し
二
重
傍
線
は
原
文
）

Ｅ　

ⓐ
雪
ふ
か
き
道
に
ぞ
し
る
き
ⓒ
山
里
は
我
よ
り
先
に
人
こ
ざ
り
け
り
。 

Ｆ　

ⓒ
さ
な
へ
と
る
山
田
の
か
け
ひ
も
り
に
け
り
。
ⓐ
ひ
く
し
め
な
は
に
露
ぞ
こ
ほ
る
ゝ
。

Ｇ　

ⓐ
秋
萩
の
ふ
り
枝
に
さ
け
る
花
見
れ
ば
、
ⓒ
も
と
の
心
は
忘
れ
ざ
り
け
り
。

三
首
は
い
ず
れ
も
筆
者
の
い
う
ⓐ
・
ⓒ
を
含
む
例
で
あ
る
。﹁
必
現
実
を
基
本
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
て
回
想
を
起
す
な
り
﹂
と
い
う
意
味
規
定
と
用
例
と
の

的
確
な
照
応
を
見
る
。
こ
こ
に
山
田
説
の
﹁
け
り
﹂
の
意
味
の
洞
察
と
用
例
選
択
の
周
到
な
配
慮
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
例
示
に
続
い
て
、
特
に

こ
れ
ら
の
例
を
熟
読
玩
味
し
て
吾
人
の
説
明
の
虚
に
あ
ら
ざ
る
を
さ
と
る
べ
し
。（
四
一
一
頁
）

と
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

（
六
八
）
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ま
た
、
右
の
用
例
に
よ
っ
て
、
先
に
筆
者
が
示
し
た
山
田
説
解
釈
の
誤
り
な
ら
ざ
る
こ
と
が
証
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

 
二 

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
基
に
、
以
下
、
山
口
氏
の
説
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

文
献
⑫
で
は
先
の
意
味
規
定
の
直
後
、

１  

妹
と
し
て
二
人
作
り
し
我
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も
（
万
葉
集
・
三
・
四
五
二
）

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

﹁
な
り
に
け
る
か
も
﹂
は
、﹁
木
高
く
繁
﹂
っ
た
現
状
か
ら
、
故
人
と
の
過
去
を
回
想
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
本
来
で
あ
ろ
う
。﹁
け
り
﹂
を
現
状
を
も

と
に
過
去
を
回
想
す
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
歌
の
場
合
も
、
そ
う
考
え
る
こ
と
で
解
釈
で
き
る
。
⋮
⋮
﹁
き
﹂
は
現
在
か
ら
離
れ
て
過
去
を
表
し
、﹁
け
り
﹂

は
現
状
か
ら
振
返
っ
て
過
去
を
回
想
す
る
語
と
な
る
と
い
う
点
で
、
過
去
の
事
態
に
﹁
き
﹂
が
使
わ
れ
、
そ
れ
を
回
想
す
る
意
味
で
﹁
け
り
﹂
が
使
わ
れ

る
と
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
語
が
組
み
合
さ
り
易
い
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
来
る
。（
一
〇
四
頁
上
。
傍
線
筆
者
）

先
ず
結
論
す
れ
ば
、右
は
山
田
説
の
誤
解
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。右
で
、﹁
そ
れ
を
﹂の﹁
そ
れ
﹂が
直
上
の
叙
述
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。従
っ
て
、﹁
け

り
﹂
は
﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
そ
れ
と
示
さ
れ
た
﹁
過
去
の
事
態
﹂
を
回
想
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
右
は
回
想
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
右
を
敢
え
て
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
（
矢
印
は
回
想
を
示
す
）。

︿
我
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
ぬ
﹀
⋮
⋮
現
状

 
 

←
﹁
け
り
﹂

︿
妹
と
し
て
二
人
作
り
↑
き
﹀
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
過
去

﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
た
事
態
を
﹁
け
り
﹂
が
回
想
す
る
、
即
ち
回
想
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
考
え
は
異
常
と
し
か
評
し
様
が
な
い
。
氏
は

果
た
し
て
自
ら
の
文
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
、﹁
け
り
﹂
の
上
接
部
は
回
想
の
も
と
に
な
る
﹁
現
状
﹂
で
あ
っ
て
回
想
の
対
象
で
は
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
﹁
け
り
﹂
の
機
能
が
直
上
の
叙
述
か
ら
離

（
六
九
）
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脱
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
勿
論
氏
の
依
拠
し
た
と
す
る
山
田
説
の
真
意
に
は
程
遠
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
日
本
語
助
動
詞
の
基
本
的
な
性
質
を
否

定
す
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
何
人
が
そ
の
文
言
を
ま
と
も

0

0

0

に
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
か
。

右
に
関
し
、
一
首
の
文
法
的
な
構
造
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

︹︿
妹
と
し
て
二
人
作
り
し
﹀
我
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
︺
け
る
か
も

右
の
︿    
﹀
内
は
﹁
し
（
き
）﹂
に
よ
つ
て
回
想
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
連
体
形
で
あ
る
か
ら
﹁
我
が
山
斎
﹂
を
修
飾
す

る
の
み
で
あ
り
、
謂
わ
ば
被
修
飾
語
の
体
言
に
吸
収
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
文
の
成
分
と
し
て
の
機
能
を
持
た
な
い
。
要
す
る

に
、︿　

﹀
内
の
﹁
し
（
き
）﹂
は
文
法
的
に
も
意
味
的
に
も
﹁
け
り
﹂
に
直
接
の
関
わ
り
を
持
ち
得
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
﹁
き
﹂
の
有
無
に
よ
っ
て
﹁
け

り
﹂
の
回
想
の
範
囲
が
左
右
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
右
を
先
の
記
号
で
表
せ
ば
、
前
掲
の
イ
・
ロ
同
様
一
首
全
体
が
ⓒ
の
場
合
で
あ
る
。                                                                        

右
に
続
い
て
、
氏
は
更
に
次
の
例
を
挙
げ
る
。

﹁
け
り
﹂
は
現
状
か
ら
過
去
を
回
想
す
る
語
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
の
例
で
も
そ
れ
は
顕
著
で
あ
る
。

２　
　

身
に
あ
ま
る
恋
は
な
か
な
か
よ
か
り
け
り
人
目
を
つ
ゝ
む
嘆
き
な
け
れ
ば
（
六
百
番
歌
合
・
恋
三
・
番
左
・
顕
恋
。
季
経
朝
臣
）

 

　
（
傍
線
筆
者
。
な
お
、
出
典
の
部
の
傍
線
部
は
﹁
一
番
・
顕
恋
・
左
﹂
と
あ
る
べ
き
も
の
）

恋
が
顕
れ
人
目
を
気
に
す
る
必
要
の
な
く
な
っ
て
﹁
よ
か
り
け
り
﹂
の
思
い
を
抱
く
が
、
①
﹁
け
り
﹂
に
よ
っ
て
回
想
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
目
を

包
ん
だ
苦
し
い
思
い
で
あ
ろ
う
。
②
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
言
葉
で
言
表
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、﹁
け
り
﹂
の
場
合
、
そ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
多
い
。（
同
一
〇
四
頁
下
）

歌
の
波
線
部
は
﹁
現
状
﹂
で
あ
る
（
と
す
る
）
か
ら
、﹁
回
想
﹂
さ
れ
る
も
の
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
一
旦
①
（
こ
れ
は
歌
の

下
の
句
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
と
し
な
が
ら
、
結
局
そ
れ
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
（
②
）、
と
い
う
。
ま
こ
と
に
不
可
解
な
文
言
で
あ
る
が
、
要
は
﹁
け
り
﹂

の
回
想
内
容
は
表
現
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
お
次
に
続
く
。

こ
の
よ
う
に
﹁
け
り
﹂
に
は
、
現
状
を
述
べ
、
そ
こ
か
ら
過
去
を
回
想
す
る
意
味
が
あ
る
。
③
述
べ
る
中
心
が
現
状
に
あ
る
の
で
、
④
そ
れ
と
過
去
を
つ

な
げ
る
内
容
は
、
⑤
直
接
言
葉
で
指
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
言
外
に
こ
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
⋮
⋮
﹁
け
り
﹂
に
よ
っ
て
作
者
が
過
去
に
思
い
を
致
し
て

（
七
〇
）
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い
る
こ
と
は
分
る
が
、⑥
何
を
回
想
し
て
い
る
の
か
、そ
の
具
体
的
内
容
は
言
葉
に
な
っ
て
は
お
ら
ず
、⑦
想
像
に
ま
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⋮
⋮
例
え
ば
、

﹁
妹
と
し
て
﹂
の
歌
は
﹁
繁
く
な
り
に
け
る
か
も
﹂
と
い
っ
た
時
、
亡
き
妻
が
回
想
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
思
い
は
深
く
悲
し
む
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る

こ
と
は
で
き
る
が
、
⑧
歌
の
中
で
具
体
的
な
言
葉
と
な
っ
て
は
い
な
い
。（
同
一
〇
四
頁
下
）                                                                                          

先
ず
、
右
で
最
も
注
意
す
べ
き
点
を
指
摘
す
る
。
右
は
、
要
す
る
に
、

﹁
け
り
﹂
は
現
状
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
回
想
内
容
は
直
接
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
言
外
に
こ
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
想
像
に
よ
っ

て
そ
れ
を
理
解
せ
よ
。

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
氏
の
山
田
説
に
対
す
る
根
本
的
な
誤
解
が
現
れ
て
お
り
、
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
右
の
④
以
下
は
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
も
ま
た
﹁
妹
と
し
て
﹂
の
歌
に
触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
回
想
内
容
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
（
⑧
）。
先
に
は
、﹁
妹
と
し
て
二
人
作

り
し
﹂
の
部
分
が
回
想
さ
れ
て
い
る
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
さ
に
場
当
た
り
的
な
説
明
に
よ
る
撞
着
の
言
で
あ
る
。

右
の
如
く
山
口
氏
の
例
文
解
釈
は
そ
の
初
め
か
ら
山
田
説
と
は
全
く
似
も
つ
か
ぬ
別
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
迷
妄
は
一
層
深
ま
っ
て
ゆ
く
。

３　
　
　

定
家
朝
臣
、
母
の
思
ひ
に
侍
り
け
る
春
の
暮
に
つ
か
は
し
け
る

　

春
霞
か
す
み
し
空
の
な
ご
り
さ
へ
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
別
れ
な
り
け
り
（
新
古
今
集
・
哀
傷
・
七
六
六
。
摂
政
太
政
大
臣
）

⑴　

詞
書
に
あ
る
二
つ
の
﹁
け
り
﹂
は
、
先
の
例
が
そ
れ
ま
で
喪
に
服
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
後
の
例
は
歌
を
贈
っ
た
時
点
で
の
そ
れ
ま
で
の
作
者
の
思
い

を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

⑵　
﹁
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
別
れ
な
り
け
り
﹂
は
、
春
の
末
と
中
陰
の
末
と
の
意
味
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
意
味
で
は
な
く
、
亡
母
へ
の
種
々
の
思
い
の
あ
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
思
い
が
深
く
悲
し
い
も
の
で
あ
る
と
の
想
像
は
つ
く
が
、
そ
の
実
際
は
、
作
者
良
経
と
相
手
の
定
家
以
外
に
は
測
り
切
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
作
者
良
経
と
定
家
と
で
も
、
同
じ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
言
表
わ
さ

な
か
っ
た
所
に
、
互
い
の
同
感
が
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶　

先
の
﹁
妹
と
し
て
﹂
の
歌
の
場
合
も
、
現
状
を
述
べ
、
そ
れ
か
ら
過
去
に
思
い
を
及
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
歌
を
見
る
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
動
が
あ
る

（
七
一
）
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の
に
違
い
な
い
。（
同
一
〇
五
頁
上
。
記
号
・
傍
線
筆
者
）

右
は
私
に
三
段
に
分
け
た
。
先
ず
⑴
に
つ
い
て
見
る
。
二
つ
の
﹁
け
り
﹂
の
説
明
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
が
そ
れ
は
何
故
か
。
更
に
﹁
春
の
暮
に
つ
か
は
し
け

る
﹂
が
如
何
に
し
て
﹁
そ
れ
ま
で
の
作
者
の
思
い
﹂
を
述
べ
た
も
の
と
解
し
得
る
の
か
。
否
、
問
題
の
本
質
は
実
は
そ
こ
に
は
な
い
。
右
は
勅
撰
集
の
詞
書
の
性

格
を
顧
慮
す
る
こ
と
の
な
い
全
く
の
臆
断
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
﹁
け
り
﹂
に
つ
い
て
筆
者
は
既
に
拙
稿
④
で
検
討
し
た
。
更
に
勅
撰
集
の
詞
書
の
問
題
に
つ
い

て
は
拙
稿
⑥
に
お
い
て
一
章
を
宛
て
（
第
四
章
、
三
七
～
八
八
頁
）
詳
説
し
た
。
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
が
右
は
要
す
る
に
到
底
容
認
し
難
い
妄
説
で
あ
る
。

次
に
⑵
の
傍
線
部
に
つ
い
て
見
る
。﹁
け
ふ
を
か
ぎ
り
の
別
れ
な
り
け
り
﹂
は
﹁
春
の
末
と
中
陰
の
末
と
の
意
味
﹂
だ
け
で
は
な
く
、﹁
亡
母
へ
の
種
々
の
思
い
﹂

の
あ
る
こ
と
は
﹁
間
違
い
な
い
﹂
と
言
う
。
つ
ま
り
、
氏
は
﹁
春
の
末
﹂
云
々
の
意
味
を
﹁
現
状
﹂
の
表
現
と
し
、
そ
こ
か
ら
﹁
亡
母
へ
の
種
々
の
思
い
﹂
が
回

想
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
断
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
何
を
根
拠
に
こ
の
断
定
が
出
て
来
る
の
か
筆
者
に
は
到
底
理
解
不
能
で
あ
る
。

し
か
も
、
想
像
さ
れ
る
﹁
そ
の
実
際
﹂（﹁
深
く
悲
し
い
﹂﹁
種
々
の
思
い
﹂）
の
内
容
と
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
先
の
波
線
部
以
下
を
箇
条
的
に
示
す
。

イ　

そ
の
実
際
は
、
作
者
と
相
手
の
定
家
以
外
に
は
測
り
切
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

ロ　

否
、
更
に
そ
れ
は
、
両
者
に
さ
え
共
通
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

ハ　

ま
た
、
そ
れ
を
言
表
わ
さ
な
か
っ
た
所
に
、
互
い
の
同
感
が
あ
っ
た
。

右
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
第
三
者
に
は
測
り
切
れ
ず
、
か
つ
、
作
者
と
相
手
と
の
間
で
さ
え
一
致
せ
ぬ
、
漠
漠
と
し
て
甚
だ
不
明
瞭
な
﹁
思
い
﹂
が
﹁
け
り
﹂

の
意
味
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
三
者
に
は
測
り
切
れ
ぬ
﹁
思
い
﹂
を
読
者
が
理
解
す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
何
人
に

も
そ
の
意
味
の
捉
え
ら
れ
ぬ
語
が
存
在
し
得
る
の
か
。
更
に
、
一
致
せ
ぬ
思
い
か
ら
同
感
が
生
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
り
得
よ
う
か
。
い
ず
れ
も
甚

だ
し
く
現
実
性
の
欠
如
す
る
空
疎
な
論
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
何
故
か
﹁
春
霞
か
す
み
し
﹂
の
﹁
し
﹂
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
と
し
な
い
。
先
の
﹁
妹
と
し
て
﹂
の
歌
に
つ
い
て
の
論
法
か
ら
す
れ
ば
こ
の
歌

の
説
明
も
右
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
筈
で
は
な
い
か
。

以
上
、
主
張
の
中
心
を
な
す
⑴
・
⑵
を
検
討
し
た
。
こ
れ
は
自
ら
の
思
い
込
み
に
よ
っ
て
、
単
に
言
葉
を
弄
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
ら
拵
え

あ
げ
た
観
念
的
な
世
界
に
遊
ん
で
い
る
も
の
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
な
お
ま
た
、
右
は
、
山
田
説
と
は
全
く
無
縁
、
そ
れ
と
は
遥
か
に
隔
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
七
二
）
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を
確
認
し
て
お
く
。

⑶
は
ま
た
し
て
も
先
の
﹁
妹
と
し
て
﹂
の
歌
に
つ
い
て
の
言
で
あ
る
。
氏
は
こ
こ
で
も
、
作
者
が
﹁
現
状
を
述
べ
、
そ
れ
か
ら
過
去
に
思
い
を
及
す
と
い
う
こ

と
﹂
か
ら
﹁
こ
の
歌
を
見
る
人
﹂
そ
れ
ぞ
れ
の
感
動
が
あ
る
と
断
ず
る
が
、﹁
こ
の
歌
を
見
る
人
﹂
即
ち
読
者
が
感
動
す
る
か
否
か
が
文
法
の
問
題
た
り
得
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ま
こ
と
に
不
可
解
な
臆
断
で
あ
る
。

既
に
氏
の
山
田
説
誤
解
は
全
く
疑
い
よ
う
が
な
い
。
ま
た
、
山
田
説
を
別
に
し
て
も
そ
の
見
解
の
非
な
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
著
し
い
の
で
あ
る
が
、
文
献
⑫
の

残
る
一
例
に
つ
い
て
も
一
往
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

４　
　
　

雪
の
降
り
け
る
を
よ
め
る

霞
た
ち
こ
の
め
も
春
の
雪
ふ
れ
ば
花
な
き
さ
と
も
花
ぞ
ち
り
け
る
（
古
今
集
・
春
上
・
九
。
つ
ら
ゆ
き
）

﹁
花
ぞ
ち
り
け
る
﹂
と
あ
る
が
、
①
こ
こ
か
ら
普
通
に
回
想
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
﹁
花
な
き
さ
と
﹂
で
あ
ろ
う
か
。
②
言
表
わ
さ
れ

た
情
景
の
裏
に
﹁
け
り
﹂
で
想
像
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
だ
け
に
感
動
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
場
合
も
、﹁
け
り
﹂
と
認
め
た
情
景
の
裏
に
何
を
思
っ
た
か
は
、

言
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
作
者
の
思
い
が
言
葉
で
言
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
逆
に
③
作
者
の
歌
に
託
す
る
思
い
は
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
り
得
る
も
の

と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
読
者
の
解
釈
も
広
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
広
が
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
ど
こ
ま
で
広
が
る
も
の
で
あ
る
か
の
判
断
は
、
④

言
葉
を
論
じ
た
だ
け
で
結
論
が
出
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
﹁
け
り
﹂
の
機
能
は
、
⑤
言
葉
で
表
す
以
上
の
意
味
の
広
が
り
を
持
つ
。（
同
一
〇
五
頁
下
。
記
号
・
傍
線
筆
者
）

今
度
は
①
歌
中
の
﹁
花
な
き
さ
と
﹂
が
回
想
の
対
象
だ
と
い
う
。
即
ち
﹁
霞
た
ち
⋮
⋮
花
な
き
さ
と
も
花
ぞ
ち
り
﹂
が
現
状
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

同
時
に
そ
の
一
部
で
あ
る
﹁
花
な
き
さ
と
﹂
が
回
想
の
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
奇
妙
に
し
て
、
か
つ
不
可
解
な
論
理
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
は
、﹁
け

り
﹂
は
現
状
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
回
想
の
内
容
は
言
外
に
あ
る
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
説
明
と
明
ら
か
に
齟
齬
す
る
。

そ
し
て
ま
た
こ
こ
で
も
、
②
回
想
の
内
容
が
﹁
言
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
﹂
か
ら
、
そ
こ
に
は
﹁
想
像
﹂
に
よ
る
﹁
感
動
﹂
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
氏
に
従

え
ば
、
読
者
は
常
に
表
現
の
裏
に
あ
る
も
の
を
想
像
し
、
感
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
訳
も
判
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
感
動
が
生
ま
れ
る
筈
は

な
い
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
困
惑
で
あ
ろ
う
。
否
、
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
﹁
感
動
﹂﹁
感
動
﹂
と
声
高
に
そ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ

（
七
三
）
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る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁
け
り
﹂
は
読
者
に
感
動
を
求
め
る
﹁
感
動
の
助
動
詞
﹂
で
あ
る
、
と
で
も
言
う
の
か
。
更
に
、
③
︿
表
現
の
裏
﹀
に
あ
っ
て
無
限

に
広
が
る
作
者
の
思
い
を
読
者
が
如
何
に
し
て
解
釈
し
得
る
の
か
。
そ
し
て
、
④
﹁
言
葉
を
論
じ
た
だ
け
で
結
論
が
出
﹂
な
い
よ
う
な
茫
漠
と
し
て
つ
か
み
ど
こ

ろ
の
な
い
、
無
限
定
の
﹁
作
者
の
歌
に
託
す
る
思
い
﹂
や
そ
れ
に
対
す
る
﹁
読
者
の
解
釈
﹂
が
如
何
に
し
て
文
法
の
対
象
た
り
得
る
の
か
。
氏
の
言
に
沿
っ
て
繰

り
返
せ
ば
、
⑤
﹁
言
葉
で
表
す
以
上
の
意
味
の
広
が
り
を
持
つ
﹂
語
の
機
能
を
﹁
言
葉
﹂
で
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
法
の
対
象
た
り

得
な
い
こ
と
は
勿
論
、
も
は
や
言
語
の
埒
外
の
存
在
と
言
う
他
は
あ
る
ま
い
。

因
み
に
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
氏
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
こ
れ
は
右
の
僅
か
一
年
後
の
言
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
時
、
常
に
感
ず
る
の
は
、
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
、
話
手
の
思
い
の
理
解
出
来
な
い
苛
立
ち
で
あ
る
。（
文

献
⑭
一
三
三
頁
下
。
傍
線
・
太
字
筆
者
）

右
は
文
献
⑭
で
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
け
り
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
、
そ
の
ま
と
め
に
当
た
る
部
分
に
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
如
上
の
説
明
を

自
ら
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
自
家
撞
着
の
言
が
出
る
の
は
、
先
の
文
言
が
な
ん
ら
実
感
に
基
づ
か
ず
、
単
に
観
念
的
に
言
葉
を
操
り
、
弄
ん
で

い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
所
詮
、
先
の
説
明
は
全
く
の
空
論
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
な
お
、
前
後
す
る
が
右
は
次
の
例
文
の
説
明
に

続
く
も
の
で
あ
る
。

内
裏
よ
り
御
使
ひ
あ
り
。
三
位
の
位
お
く
り
給
ふ
よ
し
、
勅
使
来
て
、
そ
の
宣
命
読
む
な
ん
、
悲
し
き
こ
と
な
り
け
る
。

右
は
﹃
源
氏
﹄
桐
壺
の
巻
の
一
節
で
あ
る
が
、
氏
の
説
明
そ
の
ま
ま
の
引
用
は
省
き
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
の
要
を
述
べ
る
。

こ
こ
で
去
来
し
た
、更
衣
の
母
の
思
い
は﹁
我
々
で
も
容
易
に
想
像
で
き
る
﹂が
、し
か
し
、﹁
具
体
的
な
心
の
動
き
が
記
さ
れ
て
﹂い
な
い
の
は
残
念
な
気
が
す
る
。

書
か
な
か
っ
た
こ
と
で
無
限
の
広
が
り
を
持
つ
母
の
思
い
は
、
当
時
の
社
会
背
景
等
の
知
識
が
な
く
、﹁
こ
れ
以
上
の
論
及
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
﹂。
つ

ま
り
、
母
の
思
い
は
﹁
容
易
に
想
像
で
き
る
﹂
が
具
体
的
に
は
何
も
判
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
体
こ
れ
は
何
な
の
か
。
支
離
滅
裂
、
ほ
と
ん
ど
正
気
の

沙
汰
と
は
思
わ
れ
な
い
。
氏
は
自
ら
拵
え
あ
げ
た
虚
構
を
持
て
余
し
、
空
虚
な
文
言
を
操
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
右
の
不
条
理
の
由
来
は
そ
こ
に
あ
ろ
う
。
先

の
﹁
苛
立
ち
﹂
云
々
の
文
は
右
に
続
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
先
の
﹁
感
動
﹂﹁
感
動
﹂
と
い
う
文
字
が
如
何
に
も
白
々
し
い
も
の
に
見
え
て
来

る
で
は
な
い
か
。                                                                                                                                               

（
七
四
）
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三

さ
て
、﹃
日
本
文
法
論
﹄
で
は
先
の
定
義
の
あ
と
前
述
の
よ
う
に
七
首
の
例
を
挙
げ
る
が
、
氏
は
文
献
⑰
で
こ
れ
を
解
説
し
て
い
る
。﹃
広
辞
苑
﹄
第
五
版
よ
り

若
干
遅
れ
る
が
、氏
の
山
田
説
理
解
の
実
際
を
見
る
為
に
次
に
引
用
す
る
。後
半
の
三
首
は
既
に
引
用
済
で
あ
り
、こ
こ
に
は
前
半
の
四
首
を
挙
げ
る（
記
号
筆
者
）。

Ａ　

手
枕
の
す
き
ま
の
風
も
寒
か
り
き
。
身
は
な
ら
は
し
の
物
に
ぞ
あ
り
け
る
。

Ｂ　

み
ど
り
な
る
一
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
。
秋
は
い
ろ
い
ろ
の
花
に
ぞ
あ
り
け
る
。

Ｃ　

故
郷
と
な
り
に
し
な
ら
の
都
に
も
色
は
変
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
。

Ｄ　

年
の
内
に
春
は
来
に
け
り
。
一
年
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や
い
は
む
。

初
め
に
Ａ
・
Ｂ
二
首
に
つ
い
て
見
る
。（
な
お
、
以
下
、
山
口
氏
の
引
用
文
の
表
記
は
﹃
日
本
文
法
論
﹄
と
は
相
違
す
る
）。

﹁
手
枕
の
隙
間
の
風
も
寒
﹂
い
と
い
う
の
は
、﹁
き
﹂
が
付
い
て
い
る
か
ら
、
過
去
を
回
想
し
た
内
容
で
あ
る
。
⋮
⋮
下
の
句
、﹁
身
は
な
ら
は
し
の
物
に

ぞ
あ
り
け
る
﹂
と
﹁
け
る
﹂
が
付
い
て
い
る
か
ら
、
現
実
と
な
っ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。﹁
隙
間
の
風
も
寒
か
り
き
﹂
と
﹁
過
去
を
回
想
﹂
し
、﹁
身
は
な
ら

は
し
の
物
﹂
と
﹁
断
定
を
今
に
下
す
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去
の
こ
と
を
頭
に
描
き
つ
つ
現
実
を
述
べ
る
と
、
山
田
氏
は
﹁
け
り
﹂
の

機
能
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
歌
も
、こ
れ
と
同
じ
構
造
の
歌
で
あ
る
。﹁
緑
な
る
ひ
と
つ
草
と
ぞ
春
は
見
し
﹂と﹁
し
﹂で
捉
え
た
内
容
を
回
想
し
、﹁
秋
は
⋮
ぞ
あ
り
け
る
﹂と﹁
け

り
﹂
で
捉
え
た
内
容
を
基
本
と
な
る
現
実
と
す
る
こ
と
で
第
一
の
歌
と
同
じ
に
理
解
で
き
る
。（
文
献
⑰
一
五
二
頁
。
傍
線
筆
者
）

一
読
、
直
ち
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
右
に
は
山
田
説
へ
の
誤
解
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
。
即
ち
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
過
去
を
回
想
し
、

﹁
け
り
﹂
に
よ
っ
て
現
実
を
表
現
す
る
、と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、﹁
け
り
﹂
は
そ
の
上
接
部
が
現
実
の
叙
述
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
み
で
あ
っ
て
、﹁
け

り
﹂
自
体
に
﹁
回
想
﹂
の
意
味
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ
二
文
か
ら
成
る
が
、回
想
は
﹁
け
り
﹂
と
は
別
文
中
の
﹁
き
﹂
が
表
し
て
お
り
、﹁
け

り
﹂
は
回
想
と
は
無
縁
な
の
で
あ
る
。

更
に
ま
た
、結
論
に
相
当
す
る
波
線
部
の
内
容
は
山
田
説
の
核
心
を
な
す
﹁
現
実
﹂
と
﹁
回
想
﹂
と
の
関
係
（
筆
者
前
述
の
﹁
ⓐ
↓
ⓒ
﹂）
を
逆
に
捉
え
て
い
る
。

（
七
五
）
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こ
れ
も
山
田
説
の
真
意
が
毫
も
理
解
出
来
て
い
な
い
こ
と
を
顕
著
に
示
す
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
二
首
は
い
ず
れ
も
一
首
の
中
に
﹁
き
﹂﹁
け
り
﹂
の
終
止
用
法
を
含
む
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
右
を
含
む
七
首
は
勿
論
﹁
け
り
﹂
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
き
﹂﹁
け
り
﹂
の
意
味
を
対
比
的
に
説
明
し
た
文
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
七
例
の
う
ち
初
め
に
こ

の
よ
う
な
例
を
挙
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（﹃
日
本
文
法
論
﹄
四
一
一
頁
）。
氏
は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
全
く
理
解
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ

の
、﹁
け
り
﹂
が
現
実
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
見
解
は
山
田
説
に
対
す
る
根
本
的
な
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
遂
に
正
さ
れ
る
こ
と

が
な
く
、む
し
ろ
次
第
に
肥
大
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
文
献
㉑
で
は
こ
の
論
の
冒
頭
に
挙
げ
た
﹁
八
重
葎
﹂
の
歌
に
つ
い
て
の
﹁
山
田
的
な
解
釈
﹂（
な
る
も
の
）

に
つ
い
て
言
及
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
山
田
の
考
え
に
は
大
い
に
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は﹁
け
り
﹂が
現
実
を
描
写
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
所
で
あ
る
。（
四
頁
。
傍
線
筆
者
）

山
田
説
に
同
調
す
る
第
一
の
理
由
が
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
。ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、文
献
⑫
以
来
の
山
田
説
に
対
す
る
誤
解
も
こ
こ
に
極
ま
っ

た
と
言
う
べ
き
か
。（
勿
論
、﹁
現
実
を
描
写
す
る
﹂
な
ど
と
い
う
説
明
は
山
田
説
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
説
の
本
旨
か
ら
い
っ
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
右
は
あ
た
か
も
山
田
説
か
ら
の
直
接
の
引
用
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
田
説
を
歪
曲
し
、
か
つ
読
者
を
欺

く
に
近
い
。
な
お
、
右
の
﹁
描
写
﹂
と
い
う
語
の
意
味
の
問
題
を
含
め
、
詳
細
は
拙
稿
⑤
に
譲
る
）。

再
び
文
献
⑰
に
戻
っ
て
先
の
Ｃ
の
説
明
を
見
る
。

第
三
の
歌
は
、﹁
色
は
変
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
﹂
と
い
う
現
実
か
ら
0

0

、
今
は
旧
都
と
な
っ
た
奈
良
の
華
や
か
で
あ
っ
た
時
代
を
回
想
し
て
い
る
。（
一
五
三

頁
。
傍
点
線
筆
者
）

右
は
甚
だ
そ
の
意
を
と
り
難
い
が
、
今
度
は
現
実
か
ら
0

0

過
去
を
回
想
す
る
も
の
、
即
ち
﹁
け
り
﹂
は
﹁
現
実
を
描
写
す
る
﹂
と
と
も
に
﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
回
想

さ
れ
た
過
去
を
回
想
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
先
の
１
の
場
合
と
同
様
回
想
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
到
底
認
め
ら

れ
ぬ
説
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
は
初
め
の
山
田
説
吟
味
の
項
で
述
べ
た
。

第
四
例
Ｄ
に
つ
い
て
は
次
の
説
明
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

﹁
年
の
う
ち
に
﹂
の
歌
も
、
年
内
に
立
春
に
な
っ
た
現
状
か
ら
0

0

、
こ
れ
ま
で
の
一
年
を
果
た
し
て
ど
う
呼
ぶ
か
を
思
っ
て
い
る
。（
傍
線
筆
者
）

（
七
六
）
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こ
れ
も
﹁
け
り
﹂
は
﹁
現
状
﹂（﹁
現
実
﹂
で
は
な
い
）
を
表
す
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
歌
に
は
﹁
き
﹂
を
含
ま
ぬ
か
ら
﹁
回
想
﹂
を
言
う
事
が
出
来
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
か
。
傍
線
部
﹁
こ
れ
ま
で
の
﹂
以
下
の
内
容
は
過
去
の
、従
っ
て
ま
た
、回
想
さ
れ
た
事
実
を
言
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
事
を
卑
近
な
例
を
も
っ

て
説
明
す
る
。

往
年
0

0

の
女
子
バ
レ
ー
チ
ー
ム
の
活
躍
を
何
と
名
付
け
よ
う
か
。

昨
年
来

0

0

0

の
女
子
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
活
躍
を
何
と
名
付
け
よ
う
か
。

何
人
も
右
傍
線
部
を
回
想
表
現
と
解
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。そ
し
て
、そ
れ
は﹁
往
年
﹂の
活
躍
に
対
し
て
で
あ
る
か
、﹁
昨
年
来
﹂の
活
躍
に
対
し
て
で
あ
る
か
、

即
ち
、﹁
名
付
け
よ
う
﹂
と
す
る
対
象
の
今
昔
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
右
と
同
様
に
、Ｄ
の
歌
の
第
三
句
以
下
は
過
去
を
回
想
し
た
も
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
一
首
は
現
状
か
ら
過
去
を
回
想
し
た
も
の
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
こ
に
も
二
重
の
誤
謬
が
あ
る
。

因
み
に
言
う
。
も
し
、﹁
け
り
﹂
の
意
味
が
氏
の
言
う
如
く
、﹁
現
実
・
現
状
﹂（﹁
け
り
﹂
の
表
現
内
容
）
を
も
と
に
﹁
過
去
﹂（﹁
き
﹂
の
表
現
内
容
）
を
回
想

す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
に
﹁
き
﹂
の
項
で
問
題
と
し
た

﹁
か
ゝ
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
﹂
と
言
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
け
り
。（
伊
勢
・
九
）

の
説
明
に
は
忽
ち
窮
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
か
、﹁
人
な
り
﹂
が
現
実
・
現
状
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
見
し
﹂
と
﹁
し
﹂
で
捉
え
た
内
容
（﹁
見
﹂）
を
回
想
し
て

い
る
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
右
傍
線
部
は
﹁
き
﹂﹁
け
り
﹂
の
二
語
を
含
む
最
も
短
小
・
単
純
な
文
の
一
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
説
の

非
が
よ
り
明
確
に
露
呈
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

以
上
、
Ａ
～
Ｄ
四
首
の
解
釈
を
す
べ
て
否
定
し
た
が
、
更
に
問
題
な
の
は
残
る
後
半
三
首
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
三
首
に
つ
い
て
の
、
山
田
説
に
基

づ
く
筆
者
の
見
解
は
既
に
述
べ
た
が
、
説
明
の
都
合
上
次
に
再
掲
す
る
。（
記
号
・
傍
線
筆
者
）

Ｅ　

ⓐ
雪
ふ
か
き
道
に
ぞ
し
る
き
。
ⓒ
山
里
は
我
よ
り
先
に
人
こ
ざ
り
け
り
。

Ｆ　

ⓒ
さ
な
へ
と
る
山
田
の
か
け
ひ
も
り
に
け
り
。
ⓐ
ひ
く
し
め
な
は
に
露
ぞ
こ
ほ
る
ゝ
。

Ｇ　

ⓐ
秋
萩
の
ふ
り
枝
に
さ
け
る
花
見
れ
ば
、
ⓒ
も
と
の
心
は
忘
れ
ざ
り
け
り
。                                                

（
七
七
）
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右
の
三
首
に
つ
い
て
は
ま
こ
と
に
短
小
な
次
の
一
文
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
（
こ
れ
は
Ａ
～
Ｄ
の
説
明
に
直
接
す
る
も
の
で
、
そ
の
間
に
改
行
は
な
い
）。

以
下
の
歌
の
解
釈
は
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
も
同
様
に
解
釈
で
き
る
。（
傍
線
筆
者
）

右
三
例
を
如
何
な
る
理
由
か
ら
﹁
い
ず
れ
も
同
様
に
解
釈
で
き
る
﹂
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
例
（
Ａ
～
Ｄ
）
の
解
釈
の
い
ず
れ
を
も
っ
て
し
て
も
こ
の
三

首
の
﹁
け
り
﹂
を
説
明
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
三
首
は
い
ず
れ
も
先
の
山
田
説
の
解
釈
の
際
に
附
し
た
ⓐ
・
ⓒ
（
ⓐ
は
﹁
回
想
の

契
機
﹂、
ⓒ
は
﹁
回
想
表
現
﹂）
を
含
む
例
で
あ
り
、
前
四
首
と
は
全
く
そ
の
構
造
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
如
く
一
首
中
に
﹁
き
﹂
を

含
む
例
で
も
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
決
し
て
﹁
同
様
﹂
と
し
て
解
釈
を
省
略
し
得
る
体
の
も
の
で
は
な
い
。
敢
え
て
言
え
ば
、
解
釈
の
省
略
は
説
明
不
能
の
故

に
そ
れ
を
回
避
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。
他
に
理
由
を
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
問
題
を
糊
塗
す
る
も
の
と
の
譏
り
を
免
れ

ま
い
。

 

四

以
上
、﹃
日
本
文
法
論
﹄
所
引
の
七
首
及
び
文
献
⑫
の
四
首
（
１
～
４
）
に
つ
い
て
の
説
明
を
検
討
し
た
。
文
献
⑫
の
﹁
け
り
﹂
の
意
味
規
定
の
文
言
は
﹃
日

本
文
法
論
﹄﹃
日
本
文
法
學
概
論
﹄
の
そ
れ
と
よ
く
似
る
。
勿
論
、
自
ら
依
拠
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
如
上
の
例
文
解
釈
の
実
際
は
山
田
説
の
真
意
に
は
程
遠
く
、
か
つ
ま
こ
と
に
錯
雑
・
輻
輳
し
て
容
易
に
は
理
解
し
難
い
。
よ
っ
て
こ
こ
で
氏
の
説
明
を
帰

納
し
概
括
す
る
。
な
お
、
筆
者
の
補
足
し
た
部
分
は
︿　

﹀
で
示
す
。

Ⅰ　
﹁
け
り
﹂
は
現
実
・
現
状
を
描
写
、
叙
述
す
る
も
の
で
あ
り
、﹁
け
り
﹂
の
上
接
部
は
現
実
・
現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
回
想
の
対
象
、
回
想
さ
れ

た
過
去
の
事
態
で
は
な
い
。

Ⅱ　
﹁
回
想
﹂
内
容
は
一
首
の
﹁
き
﹂
の
有
無
に
よ
っ
て
次
の
二
に
分
か
れ
る
。

１　
﹁
き
﹂
が
有
る
場
合
。

○ⅰ
一
文
（
一
首
）
中
に
﹁
き
﹂
が
あ
る
場
合
。﹁
き
﹂
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
た
部
分
を
回
想
す
る
。
即
ち
回
想
が
二
重
を
な
す
。

　
︿
た
だ
し
、
こ
の
﹁
き
﹂
を
無
視
し
、
次
の
２
と
同
様
に
説
明
す
る
例
も
あ
り
﹀。

（
七
八
）
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○ⅱ
一
首
が
二
文
よ
り
な
り
、
別
文
に
﹁
き
﹂
が
あ
る
場
合
。
回
想
は
﹁
き
﹂
に
よ
る
。﹁
け
り
﹂
は
現
実
を
叙
述
す
る
の
み
。

２　
﹁
き
﹂
が
無
い
場
合
。

回
想
内
容
は
具
体
的
に
表
現
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
読
者
の
自
由
な
想
像
に
任
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
想
像
に
よ
る
感
動
が
あ
る
。

こ
れ
が
氏
の
言
う
﹁
け
り
﹂
の
意
味
で
あ
る
。
僅
か
に
十
首
程
の
和
歌
を
対
象
と
し
な
が
ら
こ
れ
ほ
ど
錯
雑
し
た
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
で
も
前
掲
の
す
べ
て
の
用
法
を
覆
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
（
前
述
の
理
由
に
よ
り
、
Ｅ
・
Ｆ
・
Ｇ
の
説
明
は
こ
こ
に
は
含
め
て
い
な
い
）。
更
に
、
右
以
外
の

例
で
は
ま
た
異
な
っ
た
説
明
が
出
て
来
る
。
例
え
ば
冒
頭
所
引
の
﹁
八
重
葎
﹂
の
歌
に
つ
い
て
は
回
想
部
分
を
詞
書
の
内
容
に
求
め
（
文
献
⑰
一
五
三
頁
）、
あ

る
い
は
後
述
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
場
合
は
ま
た
以
上
と
は
異
な
っ
た
説
明
を
す
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
右
の
自
家
撞
着
、
錯
雑
の
最
大
の
原
因
は
右
の
Ⅰ
即
ち
山
田
説
の
根
本
的
な
誤
解
に
あ
る
が
、
話
を
複
雑
に
し
た
要
因
は
﹁
け
り
﹂
を
﹁
現
実
を

描
写
す
る
語
﹂
と
規
定
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
Ⅱ
に
お
い
て
な
ん
と
か
ど
こ
か
に
﹁
回
想
﹂
を
求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
結
果
Ⅱ
・
１
・
○ⅰ
に
見

る
二
重
の
回
想
な
ど
と
い
う
ま
こ
と
に
現
実
性
を
欠
い
た
不
条
理
な
文
言
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
Ⅱ
の
２
に
お
い
て
、﹁
回
想
﹂
の
主
体
は
読
者

で
あ
り
、
そ
の
回
想
に
よ
っ
て
﹁
感
動
﹂
す
る
主
体
も
ま
た
読
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹁
け
り
﹂
の
機
能
が
表
現
主
体
で
あ
る
作
者
か
ら
離
れ
て
読
者
に
移
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
か
か
る
思
考
は
も
は
や
正
常
と
は
言
え
な
い
。

な
お
、
右
は
当
面
の
和
歌
の
事
例
を
中
心
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
実
は
こ
れ
は
氏
の
﹁
け
り
﹂
説
の
ご
く
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
筆
者
は

拙
稿
④
に
お
い
て
氏
の
説
を
五
類
に
分
類
し
て
検
討
し
た
。
氏
の
説
明
は
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
あ
る
い
は
例
文
の
如
何
等
々
に
よ
り
甚
だ
し
く
相
違
し
、
そ
れ
を
一

つ
の
基
準
（
意
味
）
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
今
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
次
の
一
点
に
つ
い
て
だ
け

は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
以
下
は
如
上
の
Ａ
～
Ｇ
と
同
じ
文
献
⑰
の
記
述
を
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

心
ざ
し
深
く
染
め
て
し
を
り
け
れ
ば
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら
む
（﹃
古
今
集
﹄
春
上
・
七
。
読
人
知
ら
ず
）

こ
の
歌
で
は
、﹁
現
に
見
る
事
﹂
は
、﹁
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
ら
む
﹂
で
あ
り
、回
想
し
た
内
容
が
﹁
心
ざ
し
⋮
を
り
け
れ
ば
﹂
で
あ
る
。
①
確
か
に
、

現
に
あ
る
事
に
基
づ
き
過
去
を
回
想
す
る
文
脈
で
は
あ
る
が
、
ⓐ
こ
れ
ま
で
の
例
で
は
、
回
想
の
き
っ
か
け
と
な
る
、
現
実
と
な
る
事
に
﹁
け
り
﹂
を
付

け
て
い
た
の
が
、ⓑ
こ
の
例
で
は
、回
想
さ
れ
た
内
容
に
﹁
け
り
﹂
を
付
け
て
い
る
。
②
﹁
現
に
あ
る
事
に
基
づ
き
回
想
す
る
﹂
文
脈
で
あ
る
の
で
、﹁
け
り
﹂

（
七
九
）



195

川上　徳明 

を
使
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ⓒ
は
た
し
て
、
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
と
な
る
点
で
あ
る
。（
一
六
五
頁
）

右
傍
線
部
①
の
﹁
文
脈
﹂
の
把
握
は
到
底
認
め
難
い
。
こ
れ
は
例
の
如
く
初
め
か
ら
措
定
さ
れ
た
全
く
の
臆
断
で
あ
る
。
一
首
の
構
成
を
み
れ
ば
そ
れ
は
寸
毫

も
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
ⓑ
は
自
ら
そ
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
傍
線
部
②
で
は
ま
た
も
右
①
と
同
じ
﹁
文
脈
﹂
で
あ
る
と
強
弁
す
る
。
と
も

あ
れ
、
こ
れ
は
氏
の
言
う
﹁﹃
け
り
﹄
本
来
の
意
味
﹂（﹁
現
状
を
も
と
に
過
去
を
回
想
す
る
﹂）
を
根
柢
か
ら
否
定
す
る
。
従
っ
て
、
氏
は
右
ⓒ
の
﹁
疑
問
﹂
に
気

づ
い
た
時
に
、
改
め
て
自
説
を
根
本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
な
さ
れ
ず
、
こ
の
後
僅
か
に
従
来
の
持
説
と
の
辻
褄
合
わ
せ
を
試
み
た
に

過
ぎ
な
い
（
そ
の
点
の
詳
細
は
拙
稿
⑤
に
譲
る
）。
氏
は
右
の
他
若
干
の
例
文
に
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

﹁
け
り
﹂
の
働
き
は
、
過
去
を
思
い
起
こ
す
心
情
が
現
在
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
、
話
し
手
の
心
の
働
き
で
あ
る
。（
一
六
八
頁
）

　

過
去
の
事
態
を
思
い
起
こ
し
、
そ
れ
を
現
在
に
つ
な
げ
る
と
い
う
こ
と
を
「
け
り
」
の
本
義
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。（
一
六
九
頁
。
太
字
筆
者
）

ほ
と
ん
ど
意
味
不
明
の
結
論
を
強
引
に
導
き
出
し
て
、
こ
ん
ど
は
そ
れ
を
「『
け
り
』
の
本
義
」
だ
と
す
る
。
し
か
も
、
驚
く
べ
き
は
、
こ
の
甚
だ
不
条
理
な

見
解
を
も
と
に
山
田
説
を
批
評
し
、﹁
山
田
説
は
多
少
の
修
正
が
必
要
に
な
る
﹂
と
ま
で
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
田
説
に
一
層
の
歪
曲
を
累
加
す
る
も
の
で
、

ま
さ
に
言
語
道
断
の
暴
論
と
評
す
る
他
は
な
い
。（
詳
細
は
拙
稿
④
五
六
頁
及
び
同
⑤
三
二
頁
以
下
に
譲
る
）。

以
上
、
氏
の
﹁
け
り
﹂
説
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
氏
は
山
田
説
の
意
味
規
定
の
表
面
を
な
ぞ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
遂
に
そ
の
真
意

を
理
解
す
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
似
而
非
な
る
の
み
な
ら
ず
、
著
し
く
真
意
を
歪
曲
す
る
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。

山
田
説
の
紹
介
及
び
山
口
氏
の
山
田
説
解
釈
の
実
際
に
つ
い
て
は
前
記
拙
稿
④
に
委
細
を
尽
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
簡
略
に
止
め
た
が
、
以
上
の
略
説
に
よ
っ

て
も
文
献
⑫
以
後
の
﹁
け
り
﹂
説
が
全
く
成
り
立
ち
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、そ
れ
に
基
づ
く
『
広
辞
苑
』
第
五
版
の
〔
概
説
〕

も
ま
た
完
全
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

五

以
下
、
各
ブ
ラ
ン
チ
の
検
討
に
移
る
。
次
が
第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
で
あ
る
。

あ
る
事
実
か
ら
、
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
。
前
は
⋮
だ
っ
た
。
⋮
で
あ
る
こ
と
か
ら
前
に
あ
っ
た
事
が
思
い
出
さ
れ
る
。

（
八
〇
）
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こ
れ
は
冒
頭
に
引
用
し
た
︹
概
説
︺
を
そ
の
ま
ま
承
け
た
も
の
で
あ
る
（
言
い
回
し
は
小
異
す
る
）
が
、前
述
の
如
く
︹
概
説
︺
は
既
に
全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
。

従
っ
て
、
右
ブ
ラ
ン
チ
①
は
成
り
立
ち
得
な
い
。︹
概
説
︺
が
否
定
さ
れ
た
以
上
、
そ
れ
と
同
義
の
︿
語
義
﹀
が
否
定
さ
れ
る
の
は
自
ら
の
帰
結
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
こ
こ
で
改
め
て
右
の
︿
語
義
﹀
を
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
下
、
そ
の
用
例
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。

記
上
﹁
赤
玉
は
緒
さ
へ
光
れ
ど
白
玉
の
君
が
装
ひ
し
貴
く
あ
り
け
り
﹂

万
五
﹁
梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
蔓
に
す
べ
く
成
り
に
け
ら
ず
や
﹂

源
桐
﹁
か
か
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
﹂

源
乙
女
﹁
式
部
卿
の
宮
明
け
む
年
ぞ
五
十
に
な
り
給
ひ
け
る
を
﹂

用
例
は
右
の
四
例
で
あ
る
が
、
前
三
例
は
第
四
版
の
用
例
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
第
四
版
は
ブ
ラ
ン
チ
①
に

　
　

あ
る
事
実
に
初
め
て
気
づ
い
た
感
動
を
表
す
。
思
え
ば
⋮
な
の
だ
な
あ
。
は
っ
と
⋮
と
思
い
あ
た
っ
た
。

の
︿
語
義
﹀
の
も
と
、
右
の
三
例
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
第
五
版
で
は
第
四
版
の
︿
語
義
﹀
を
斥
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
例
文
は
そ
の
ま
ま
採
り
、

更
に
新
た
な
一
例
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
第
四
版
の
用
例
を
第
五
版
に
転
用
し
得
る
か
。
既
に
、
第
五
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①
は
成
り
立
ち
得
な
い
と
断
じ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
如
何
な
る
例
文
も
そ
れ
に
適
合
す
る
筈
は
な
い
。
こ
れ
は
論
理
の
必
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
検
討
の
要
は
な
い
が
一
往
検
討
す
る
。

右
の﹁
け
り
﹂の
上
接
部
は
い
ず
れ
も︿
語
義
﹀に
い
う﹁
あ
る
事
実
﹂即
ち
氏
の
い
う﹁
現
実
﹂﹁
現
状
﹂で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
こ
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
な
い﹁
過

去
に
あ
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
﹂
と
い
う
。
で
は
、
例
え
ば
、
第
一
例
で
、︿
赤
玉
は
⋮
⋮
君
が
装
ひ
し
貴
く
あ
り
﹀
と
い
う
﹁
現
実
﹂﹁
現
状
﹂
か
ら
何
を
回
想

し
て
い
る
の
か
。
そ
う
し
た
解
釈
が
果
た
し
て
実
際
に
成
り
立
ち
得
る
の
か
。
こ
の
例
は
文
献
⑱
（﹃
大
辞
典
﹄）
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
る
こ

と
と
す
る
。
文
献
⑱
に
お
け
る
﹁
け
り
﹂
の
意
味
規
定
は
第
一
項
の
初
め
に
掲
げ
た
﹁
本
来
の
意
味
﹂
に
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
﹁
け
り
﹂
の
上
接

部
は
﹁
現
実
﹂﹁
現
状
﹂
を
意
味
し
、
回
想
内
容
は
表
現
外
の
筈
で
あ
る
。
で
は
、
次
に
そ
の
訳
文
を
見
る
。

赤
い
玉
は
玉
だ
け
で
は
な
く
緒
ま
で
が
美
し
く
光
り
輝
く
け
れ
ど
も
、
お
産
を
な
さ
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

真
珠
の
よ
う
な
あ
な
た
の
お
姿
は
い
っ
そ
う
貴
く
美
し
く
見

え
た
も
の
で
す
。（
古
事
記
・
歌
謡
）

こ
れ
は
右
の
活
用
形
の
用
例
の
項
に
お
け
る
訳
文
で
あ
る
が
、﹁
⋮
⋮
見
え
た0

も
の
で
す
﹂
と
は
、
か
つ
て
の
﹁
あ
な
た
の
お
姿
﹂
即
ち
過
去
を
回
想
し
た
も
の

（
八
一
）
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で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
持
説
に
違
背
す
る
。
こ
こ
は
さ
す
が
に
自
ら
の
主
張
に
添
っ
た
訳
文
を
拵
え
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
氏
の
説
の
現
実
性
の
欠
如
を
如
実
に
物
語
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

因
み
に
、
右
は
﹃
古
事
記
﹄
上
巻
の
、
海
神
の
娘
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
命
の
夫
ホ
ヲ
リ
の
命
へ
の
贈
歌
で
あ
る
。
産
屋
に
お
け
る
姿
を
覗
き
見
ら
れ
た
こ
と
を
恥

じ
た
姫
は
海
の
道
を
ふ
さ
い
で
帰
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
恋
し
さ
に
堪
え
ず
こ
の
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
答
歌
が
ホ
ヲ
リ
の
命
の

沖
つ
鳥　

鴨
ど
く
島
に　

我
が
ゐ
寝
し　

妹
は
忘
れ
じ　

世
の
こ
と
ご
と
に

で
あ
る
。
先
の
訳
で
は
男
命
が
お
産
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
の
解
釈
の
杜
撰
も
極
ま
る
も
の
と
い
う
他
は
な
い
。
な
お
、
上
代
に
お
い
て
﹁
君
﹂
は

女
性
か
ら
敬
愛
す
る
男
性
に
対
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
研
究
者
と
し
て
の
常
識
で
は
な
い
か
。

第
二
例
も
文
献
⑱
で
次
の
様
に
訳
し
て
い
る
。

梅
の
花
が
既
に
咲
い
て
い
る
こ
の
庭
の
青
柳
は
か
ず
ら
に
し
て
頭
を
飾
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
美
し
く
芽
吹
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、

で
も
、
飾
ろ
う
と
思
っ
た
人
は
い
な
い
。

右
の
﹁
そ
れ
な
の
に
﹂
以
下
の
内
容
は
勿
論
原
文
に
は
な
く
、
か
つ
甚
だ
恣
意
的
な
訳
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
れ
を
回
想
の
内
容
だ
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た

だ
し
、
回
想
か
現
実
か
を
問
わ
ず
右
は
到
底
尋
常
の
解
釈
で
は
な
い
。

次
に
第
三
例
を
や
や
詳
し
く
引
用
す
る
。

（
三
歳
の
皇
子
＝
源
氏
の
﹁
御
容
貌
・
心
ば
へ
﹂
を
見
て
）
物
の
心
知
り
給
ふ
人
は
、﹁
か
か
る
人
も
世
に
出
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
﹂
と
、
あ
さ

ま
し
き
ま
で
目
を
お
ど
ろ
か
し
た
ま
ふ
。（
一
・
三
〇
）

氏
は
右
の
波
線
部
を
﹁
現
実
﹂﹁
現
状
﹂
と
す
る
。
で
は
、
そ
こ
か
ら
回
想
さ
れ
る
﹁
過
去
に
あ
っ
た
﹂
事
実
と
は
何
か
。
氏
は
果
た
し
て
そ
の
回
想
内
容
を

説
明
し
得
る
の
か
。

以
上
の
三
例
を
前
掲
第
四
版
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
な
ん
の
問
題
が
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
第
四
例
即
ち
こ
こ
で
新
た
に
追
加
さ
れ
た
﹁
式
部
卿
の
宮
﹂
の
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
氏
は
実
に
し
ば
し
ば
こ
の
例
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
お
り
、

文
献
⑫
以
後
の
論
で
こ
の
例
に
言
及
し
な
い
の
は
僅
か
に
文
献
⑳
に
限
ら
れ
る
。
特
に
﹁
源
氏
物
語
の
文
体
﹂
と
題
す
る
文
献
⑯
で
は
論
文
の
主
題
を
な
し
、
更

（
八
二
）
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に
文
献
⑰
﹃
日
本
語
を
考
え
る
﹄
に
お
い
て
は
一
章
を
充
て
て
詳
説
し
て
い
る
。
今
前
者
の
結
論
の
部
分
か
ら
ご
く
一
部
を
引
用
す
る
。

こ
こ
は
、
①
式
部
卿
宮
、
来
年
に
は
五
十
歳
に
な
る
と
い
う
事
を
前
に
し
て
、
源
氏
、
紫
上
の
二
人
が
、
式
部
卿
宮
と
の
②
こ
れ
ま
で
を
回
顧
し
て
い

る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
紫
上
に
と
っ
て
は
、
思
い
の
深
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
で
、
③
源
氏
も
し
く

は
紫
上
が
ど
の
よ
う
な
過
去
の
出
来
事
を
回
想
し
た
か
、
そ
れ
が
語
ら
れ
て
い
な
い
。（
二
六
頁
）

源
氏
・
紫
上
の
思
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
④
そ
の
解
釈
は
読
者
の
自
由
に
任
せ
た
い
と
作
者
は
考
え
た
に
違
い
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
通

り
に
、
物
語
を
読
み
進
め
た
読
者
に
は
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
限
ら
れ
た
言
葉
で
述
べ
る
よ
り
も
、
⑤
述
べ
な
い
こ
と
で
、
表

現
は
無
限
の
広
が
り
を
持
っ
て
読
ま
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
我
々
も
ま
た
、
そ
れ
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
二
八
頁
）

傍
線
部
①
は
︿
語
義
﹀
で
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
あ
る
事
実
﹂、
傍
線
部
②
は
同
﹁
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
回
想
す
る
﹂
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
こ
は
地
の
文
で
あ
る
。﹁
式
部
卿
宮
﹂
と
い
う
客
観
的
・
第
三
者
的
な
表
現
も
そ
こ
に
由
来
す
る
。
地
の
文
の
﹁
け
り
﹂
が
源
氏
・
紫
上
の
回
想
を
表
す
な
ど

と
い
う
こ
と
は
到
底
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
一
事
に
よ
っ
て
、
氏
の
見
解
は
根
柢
か
ら
瓦
解
す
る
。
従
っ
て
、
③
以
下
は
無
稽
・
無
意
味
な
饒
舌
に

過
ぎ
な
い
が
一
往
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
傍
線
部
③
で
は
、
回
想
の
内
容
は
語
ら
れ
て
い
な
い
、
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
す
る
の
が
傍
線
部
④
で
あ
る
。

表
現
さ
れ
て
い
な
い
思
い
を
読
者
に
自
由
に
解
釈
せ
よ
、
と
い
う
の
が
作
者
の
意
図
だ
と
確
言
す
る
（﹁
違
い
な
い
﹂）
の
で
あ
る
。
更
に
、
⑤
﹁
述
べ
な
い
事
で
、

表
現
は
無
限
の
広
が
り
を
も
っ
て
読
ま
れ
た
﹂と
す
る
。
そ
し
て
、こ
れ
を﹁
述
べ
な
い
事
の
表
現
上
の
効
果
﹂（
文
献
⑯
二
七
頁
）だ
と
言
う
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、

自
ず
と
先
の
文
献
⑫
の
４
﹁
霞
た
ち
﹂
の
歌
の
説
明
が
想
起
さ
れ
る
。
然
り
、
こ
れ
は
先
に
全
面
的
に
否
定
し
た
４
の
論
法
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

氏
の
主
張
は
な
お
も
続
く
。﹁
裏
面
に
隠
れ
た
内
容
を
想
像
し
て
行
く
﹂
の
は
、
読
者
に
と
っ
て
﹁
楽
し
い
作
業
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
﹂
と
し
、﹁
書
き
手
に

し
て
も
そ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
書
く
面
白
さ
が
あ
っ
た
﹂と
す
る（
文
献
㉑
六
頁
）。
す
べ
て
ま
こ
と
に
恣
意
的
か
つ
強
引
な
主
張
と
い
う
他
は
な
い
。
し
か
も
、

一
方
で
は
、
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
表
現
さ
れ
て
い
な
い
﹁
話
し
手
の
思
い
の
理
解
で
き
な
い
苛
立
ち
﹂
を
﹁
常
に
感
ず
る
﹂（
文
献
⑭
一
三
三
頁
下
）
と
し

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
右
は
到
底
同
日
の
論
で
は
な
い
。
更
に
、
文
献
㉑
で
は
、
こ
れ
は
山
田
的
に
解
釈
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
五
頁
、
取
意
）
が

そ
の
当
ら
ざ
る
事
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
他
に
も
問
題
が
多
い
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
一
々
検
討
す
る
煩
に
堪
え
な
い
。
す
べ
て
拙
稿
⑤
で
の
詳
細
な

（
八
三
）
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検
討
・
解
析
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
で
ブ
ラ
ン
チ
①
の
検
討
を
終
え
、
次
に
移
る
。

 
六

第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
②
の
問
題
に
進
む
。
ブ
ラ
ン
チ
②
は

﹁
人
か
ら
聞
い
た
り
し
て
知
つ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
し
て
い
う
﹂

万
三
﹁
田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
﹂

土
佐
﹁
昔
土
佐
と
い
ひ
け
る
所
に
住
み
け
る
女
、
こ
の
舟
に
ま
じ
れ
り
け
り
﹂

で
あ
る
。
な
お
、
前
後
の
ブ
ラ
ン
チ
と
違
っ
て
何
故
か
右
の
︿
語
義
﹀
に
は
訳
語
例
を
挙
げ
て
い
な
い
。（
傍
線
筆
者
）

こ
れ
は
次
に
引
く
第
四
版
ブ
ラ
ン
チ
④
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

﹁
過
去
の
事
実
を
他
か
ら
伝
聞
・
伝
承
し
て
述
べ
る
。
物
語
の
語
り
の
形
式
の
一
。
⋮
と
い
う
こ
と
だ
。
何
で
も
⋮
だ
と
い
う
よ
。﹂

万
一
九
﹁
古
へ
に
あ
り
け
る
わ
ざ
の
奇
（
くす

）
ば
し
き
事
と
言
ひ
継
ぐ
﹂

土
佐
﹁
昔
土
佐
と
い
ひ
け
る
所
に
住
み
け
る
女
こ
の
舟
に
ま
じ
れ
り
け
り
﹂

伊
勢
﹁
昔
、
男
あ
り
け
り
﹂

さ
て
、右
の
如
き
第
四
版
と
の
関
係
を
別
に
し
て
も
、第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
②
の︿
語
義
﹀は
所
謂﹁
伝
聞
回
想
﹂﹁
伝
承
回
想
﹂を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。た
だ
、

そ
れ
な
ら
ば
何
故
、﹁
伝
聞
・
伝
承
の
事
実
を
回
想
す
る
﹂
と
簡
潔
に
規
定
し
な
い
の
か
。
言
葉
を
和
ら
げ
る
事
が
論
理
的
な
明
晰
さ
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
。

（﹁
け
り
﹂
を
﹁
伝
承
回
想
﹂﹁
き
﹂
を
﹁
目
睹
回
想
﹂
と
す
る
の
は
細
江
逸
記
﹃
動
詞
時
制
の
研
究
﹄（
一
九
三
二
）
に
由
来
す
る
が
、山
口
氏
は
そ
れ
を
認
め
ず
、

論
文
・
著
書
等
に
お
い
て
事
あ
る
ご
と
に
、繰
り
返
し
そ
れ
を
否
定
し
批
難
し
て
い
る
。
し
か
し
、こ
れ
は
細
江
説
に
対
す
る
根
本
的
な
誤
解
に
因
る
。
即
ち
、

氏
は
細
江
氏
が
す
べ
て
の
﹁
け
り
﹂
の
用
法
を
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
解
し
て
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
氏
が
反
証
と
す
る
例
文
の
解
釈

も
全
く
恣
意
的
、
場
当
た
り
的
な
、
ほ
と
ん
ど
出
鱈
目
と
い
う
べ
き
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
と
し
て
﹁
伝
承
回
想
﹂
説
否
定
の
意
味
を
持
つ
も
の
は
な
い
。

（
八
四
）
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氏
の
細
江
説
批
判
に
つ
い
て
筆
者
は
拙
稿
⑥
に
一
章
を
設
け
、
三
十
数
頁
に
亙
っ
て
検
討
し
て
お
り
、
詳
細
は
す
べ
て
そ
れ
に
譲
る
）。

更
に
不
審
な
の
は
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
の
用
例
に
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
を
採
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
版
の
他
の
二
例
を
斥
け
て
ま
で
こ
れ
を
用
例
と
し
た
意
図

は
何
か
。
氏
は
こ
れ
ま
で
も
繰
り
返
し
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
、
以
下
そ
の
説
明
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅰ　

田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

 

の
﹁
降
り
け
る
﹂
も
①
伝
承
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
現
実
の
白
く
雪
の
降
り
積
も
っ
た
富
士
を
見
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
、
③
﹁
け

り
﹂に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
た
過
去
は
、④
富
士
の
高
嶺
に
は
常
に
白
く
雪
が
積
も
っ
て
い
る
と
い
う
話
で
で
も
あ
ろ
う
か
。（
文
献
⑬
四
頁
上
。
傍
線
筆
者
、

以
下
同
）

Ⅱ　
（
田
子
の
浦
を
通
っ
て
広
々
と
視
界
の
広
が
る
所
に
出
て
み
る
と
、
④
富
士
の
高
嶺
に
は
冬
で
な
く
と
も
雪
は
降
る
と
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
聞
い
て
い
た

通
り
に
、
②
今
も
真
っ
白
に
雪
は
降
り
積
も
っ
て
い
る
）
な
ど
の
例
は
、
①
﹁
伝
承
回
想
﹂
で
、﹁
雪
は
降
っ
た
の
だ
そ
う
だ
﹂
と
な
る
の
で
は
、
田
子

の
浦
か
ら
海
越
し
に
眺
め
た
富
士
の
美
し
さ
の
感
動
は
、
は
な
は
だ
し
く
損
な
わ
れ
、
歌
の
興
趣
が
著
し
く
そ
が
れ
る
。
こ
の
歌
は
、
②
あ
く
ま
で
、
雪

の
し
ろ
く
降
り
積
も
っ
た
眼
前
の
景
を
詠
ん
だ
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
①
絶
対
に

0

0

0

﹁
伝
承
回
想
﹂
と
し
て
は
な
ら
な
い
。（
文
献
⑰
一
三
五
頁
）

Ⅲ　

①
細
江
氏
の
よ
う
な
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
す
る
解
釈
で
は
、
実
景
描
写
の
感
動
が
得
ら
れ
な
い
と
い
つ
た
。
⋮
⋮
そ
れ
で
は
、
こ
の
﹁
け
り
﹂
は
、
ど
う
解

釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
山
田
氏
の
い
う
、
⑤
現
に
見
た
こ
と
（
マ
マ
）
に
基
づ
い
て
回
想
す
る
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、

次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。
⑤
山
田
氏
の
考
え
に
従
え
ば
、﹁
雪
は
降
り
け
る
﹂
が
現
実
と
な
る
。
③
そ
の
と
き
問
題
は
何
を
回
想
し
た
か
で
あ
る
。（
同

一
五
七
頁
）

 

　

白
く
雪
の
積
も
っ
た
富
士
を
見
て
、
話
に
聞
い
て
い
た
通
り
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
④
こ
の
山
に
は
常
に
雪
が
降
る
と
い
う
過
去
の
記
憶
が
呼
び
戻
さ
れ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
③
こ
の
歌
で
の
﹁
け
り
﹂
で
回
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
④
富
士
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
、
⑤
﹁
現
に
見

た
事
（
マ
マ
）
に
基
づ
き
回
想
す
る
﹂
と
い
う
﹁
け
り
﹂
の
機
能
が
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
。（
同
一
五
八
頁
）

Ⅳ　
（﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
）
な
ど
は
①
と
て
も
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
⋮
⋮
こ
の
歌
は
、
②
突
然
に
目
の
前
に
白
く
雪
の
積
も
っ
た
富

士
の
姿
を
見
た
感
動
を
歌
っ
た
と
す
る
べ
き
で
あ
り
、（
文
献
㉑
一
頁
）

（
八
五
）
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（
筆
者
注
。﹁
伝
承
回
想
﹂
否
定
の
部
分
に
波
線
を
宛
て
、
山
田
説
に
関
す
る
部
分
は
二
重
傍
線
で
示
し
、
同
内
容
は
同
記
号
と
し
た
）

右
の
主
張
を
次
に
要
約
し
て
示
す
。

①　

こ
の
﹁
け
り
﹂
を
絶
対
に
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
﹁
け
り
﹂
は

②
ⅰ　
﹁
眼
前
の
景
﹂
即
ち
﹁
実
景
﹂
を
描
写
0

0

し
た
も
の
で
あ
り
、

　

ⅱ　

実
景
に
基
づ
く
﹁
感
動
﹂
を
表
す
。
と
と
も
に
、

③
ⅲ　
﹁
回
想
﹂
の
意
を
表
し
て
い
る
。

④　

回
想
の
内
容
は
﹁
こ
れ
ま
で
自
分
が
聞
い
て
い
た
﹂﹁
富
士
に
つ
い
て
の
話
﹂、
そ
の
﹁
過
去
の
記
憶
﹂
で
あ
る
。

⑤　

こ
れ
は
山
田
説
に
従
っ
た
解
釈
で
あ
る
。

先
ず
、
①
の
﹁
伝
承
回
想
﹂
否
定
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
氏
は
こ
こ
で
も
繰
り
返
し
﹁
伝
承
回
想
﹂
を
否
定
し
、
特
に
Ⅱ
で
は
﹁
絶
対
に

0

0

0

﹃
伝
承
回
想
﹄

と
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
ま
で
言
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
歌
の
﹁
け
り
﹂
を
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
す
る
解
釈
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
細
江
氏
は
勿
論
、
他
に
も
﹁
絶
対
に
﹂
な
い
と
し
て
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
氏
は
自
ら
の
幻
想
乃
至
妄
想
に
向
か
っ
て
ひ
と
り
息
巻
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
﹁
伝
承
回
想
﹂
説
に
﹁
長
い
間
、
反
発
し
て
い
る
﹂
と
い
う
（
文
献
⑰
二
六
二
頁
）
が
、
右
は
そ
の
反
発
の
凝
固
で
あ
ろ
う
。

次
に
②
・
③
を
通
し
て
見
る
に
、﹁
け
り
﹂
は
﹁
実
景
描
写
﹂・﹁
感
動
﹂・﹁
回
想
﹂
の
三
の
意
味
を
表
す
と
言
う
。﹁
け
り
﹂
が
同
時
に
こ
の
三
義
を
表
す
な
ど

と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
。﹁
描
写
﹂
と
は
対
象
を
客
観
的
に
再
現
す
る
意
と
考
え
ら
れ
る
が
、
助
動
詞
﹁
け
り
﹂
が
如
何
に
し
て
そ
う
し
た
﹁
詞
﹂
的
な

機
能
を
も
ち
得
る
の
か
。
ま
た
﹁
感
動
﹂
と
﹁
回
想
﹂
と
は
果
た
し
て
両
立
し
得
る
事
な
の
か
。

次
に
④
の
回
想
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
文
献
⑰
で
は
右
の
回
想
内
容
を
詳
説
し
て
お
り
、
以
下
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

１　

こ
の
歌
は
﹁
天
地
の　

別
れ
し
時
ゆ
﹂
で
始
ま
る
長
歌
（
三
・
三
一
七
）
の
反
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
長
歌
中
の
﹁
時
じ
く
そ　

雪
は
降
り
け
る
﹂
の
内
容

２  ﹃
常
陸
風
土
記
﹄
の
﹁
筑
波
の
郡
﹂
に
出
て
来
る
﹁
福
慈
（
富
士
）﹂
の
話

右
の
二
つ
が
そ
の
回
想
内
容
だ
と
い
う
。
要
す
る
に
、
当
時
、
富
士
に
は
常
に
雪
が
降
る
と
思
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
八
六
）



188

『広辞苑』の助動詞・助詞一斑

（
な
お
、そ
の
傍
証
と
し
て
﹃
萬
葉
集
﹄
の
﹁
不
尽
の
嶺
に
降
り
置
く
雪
は
六
月
の
十
五
日
に
消
ぬ
れ
ば
そ
の
夜
降
り
け
り
﹂（
三
二
〇
）
及
び
﹃
伊
勢
物
語
﹄

（
第
九
段
）
の
例
を
挙
げ
る
が
、こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
傍
証
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
﹃
萬
葉
集
﹄
当
時
の
人
々
の
意
識
を
言
う
に
﹃
伊

勢
物
語
﹄
の
例
を
引
く
の
は
御
愛
敬
と
い
う
べ
き
か
）。

た
だ
し
、﹃
風
土
記
﹄
の
話
を
﹁
赤
人
が
回
想
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
。
と
す
れ
ば
﹁
こ
れ
ま
で
自
分
（
赤
人
）
が
聞
い
て
い
た
﹂
と
い
う

﹁
富
士
に
つ
い
て
﹂
の
確
か
な
﹁
話
﹂
な
ど
実
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、﹁
回
想
さ
れ
た
こ
と
は
、
富
士
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
と
解
釈
﹂
す
れ
ば
、

山
田
説
の
﹁﹃
け
り
﹄
の
機
能
が
理
解
で
き
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
い
う
。
あ
ま
り
に
も
筋
の
通
ら
ぬ
理
屈
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
作
者
の
﹁
過
去
の
記
憶

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂（
④
）
な
ど
と
い
う
も
の
を
読
者
が
如
何
に
し
て
知
り
得
る
の
か
。
作
者
個
人
の
、

表
現
以
前
の
意
識
を
窺
い
知
る
こ
と
は
何
人
に
も
到
底
不
可
能
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
先
の
解
釈
は
⑤
山
田
説
に
従
っ
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
氏
は
山
田
説
が
全
く
理
解
出
来
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
具
体
化
が
正
し
か
る

べ
き
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。︻
補
注
１
︼

な
お
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
の
氏
の
解
釈
が
ま
こ
と
に
曖
昧
極
ま
る
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
末
尾
に
示
し
た
文
献
目
録
外
の
他

の
著
述
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
が
、
錯
綜
を
避
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
補
注
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。︻
補
注
２
︼

以
上
、
ブ
ラ
ン
チ
②
の
問
題
に
関
し
、
そ
の
用
例
の
一
で
あ
る
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
顧
み
る
に
筆
者
は
氏
の
論

文
・
著
書
等
の
文
言
の
検
討
に
深
入
り
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
肝
腎
な
の
は
﹃
広
辞
苑
﹄
の
利
用
者
が
ブ
ラ
ン
チ
②
の
記
述
を
ど
う
受
け
取
る
か
、
と
い
う
事

で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
、
氏
が
論
文
・
著
書
等
で
ど
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
切
関
係
が
な
い
。
一
般
の
利
用
者
が
そ
れ
を
知

る
事
が
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
（
ま
た
、
以
前
の
版
の
内
容
と
の
比
較
な
ど
も
通
常
は
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
）。
辞
典
の
解
説
は
そ
れ
自
体
で

自
己
完
結
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
の
︹
概
説
︺・︿
語
義
﹀・
用
例
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
仮
に
も
解
説
の
背
景
に
あ
る
編
者
の
著
述
内

容
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
理
解
出
来
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ブ
ラ
ン
チ
②
の
︿
語
義
﹀
及
び
例
文
選
択
の
意
図
が
直
ち
に
理
解
出
来
る
利
用
者
は
お
そ
ら
く
皆
無
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
表
現
が
晦
渋
な
所
為
で
は
な

（
八
七
）
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い
。
伝
聞
・
伝
承
と
し
か
解
し
得
な
い
︿
語
義
﹀
の
も
と
に
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
が
あ
る
事
が
理
解
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
歌
と
﹃
土
佐
﹄
の
例

と
が
同
一
ブ
ラ
ン
チ
に
並
ん
で
い
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
﹁
け
り
﹂
の
意
味
が
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
明
敏
な
利
用
者

は
直
ち
に
感
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
は
利
用
者
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
②
か
ら
少
な
く
と
も
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
例
は
削
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
以
上
の
結
論
で
あ
る
。

 

七

第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
③
の
検
討
に
進
む
。

過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
今
の
話
題
に
の
せ
る
時
に
い
う
。
⋮
た
。
物
語
の
冒
頭
に
用
い
る
の
は
こ
の
用
法
。

竹
取
﹁
今
は
昔
、
竹
取
の
翁
と
い
ふ
者
あ
り
け
り
﹂

右
が
ブ
ラ
ン
チ
③
の
全
文
で
あ
る
。
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
は
第
四
版
ま
で
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
第
五
版
初
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
類
似
の
見
解
が
文

献
⑱
（﹃
大
辞
典
﹄
ブ
ラ
ン
チ
②
）
に
も
見
ら
れ
る
。
参
考
の
為
に
次
に
挙
げ
る
。

物
語
の
冒
頭
に
使
わ
れ
る
、
過
去
の
事
態
を
説
き
起
こ
す
。

﹁
む
か
し
、
を
と
こ
有
け
り
︿
今
こ
こ
に
出
て
来
る
男
は
昔
い
た
人
だ
﹀（
伊
勢
・
二
）

結
論
か
ら
言
う
。
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
は
無
用
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
記
す
。

右
の
﹁
け
り
﹂
は
（
文
献
⑱
の
例
も
含
め
）
要
す
る
に
﹁
伝
聞
﹂﹁
伝
承
﹂
に
よ
る
回
想
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
物
語
の
地
の
文
に
多
く
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
語
の
冒
頭
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
そ
れ
が
特
に
目
立
つ
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
扱
い
す
る
謂
れ
は
全
く
な
い
。

む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
。
さ
て
、
そ
の
国
に
あ
る
女
を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る
を
、
母
な
む

あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
。
父
は
な
ほ
人
に
て
、
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
。
さ
て
な
む
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。
こ
の
む
こ
が
ね
に
よ
み
て

お
こ
せ
た
り
け
る
。
す
む
所
な
む
入
間
の
郡
、
み
よ
し
の
の
里
な
り
け
る
。（
歌
の
贈
答
略
）

人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
。（
伊
勢
・
一
〇
）

（
八
八
）
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右
の
冒
頭
の
﹁
け
り
﹂
と
第
二
例
以
下
の
﹁
け
り
﹂
と
の
意
味
を
氏
は
如
何
に
区
別
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁
け
り
﹂
の
意
味
と
そ
の
用
法
（
用
い

ら
れ
る
場
）
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

先
の
文
献
⑱
、﹃
伊
勢
﹄
の
例
文
に
つ
い
て
の
︿　

﹀
部
の
文
言
は
、
訳
文
と
も
説
明
と
も
つ
か
ぬ
放
恣
極
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
を
物
語
の
冒
頭

の
多
く
の
﹁
け
り
﹂
に
如
何
に
適
用
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
到
底
尋
常
の
沙
汰
で
は
な
い
。

更
に
、
も
し
、
右
の
如
き
を
一
ブ
ラ
ン
チ
と
し
て
特
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
に
お
け
る
﹁
け
り
﹂
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
わ
ね

ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。﹃
古
今
集
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
、﹁
き
﹂
が
厳
し
く
限
定
さ
れ
、
代
わ
っ
て
﹁
け
り
﹂
が
お
び
た
だ
し
く
添
加
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
傾
向
は
﹁
八
代
集
﹂
の
す
べ
て
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
の
文
章
は
撰
者
が
整
え
た
も
の
、
撰
者
が
加
除
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
文
責
撰
者
な
の
で
あ
る
。
入
集
歌
の
詞
書
の
﹁
き
﹂
を
削
除
し
、﹁
け
り
﹂
を
添
加
し
た
の
は
、
そ
の
記
述
を
間
接
化
し
、
表
現
主
体
（
歌
の
作
者
及

び
撰
者
）
の
主
観
の
流
露
を
抑
え
、
そ
の
朧
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
な
る
が
故
の
撰
者
の
配
慮
に
よ
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
な
お
、
こ
の
用
法
の
根
柢
に
あ
る
の
は
﹁
け
り
﹂
が
持
つ
﹁
伝
聞
﹂﹁
伝
承
﹂
に
よ
る
回
想
の
意
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
と
思
う
。
右
の
意
味
で

勅
撰
和
歌
集
の
詞
書
の
﹁
け
り
﹂
は
注
意
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
、
単
に
物
語
の
冒
頭
に
あ
る
な
ど
と
い
う
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。（
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
拙
稿
⑥
第
四
章
に
お
い
て
五
十
頁
余
に
亙
っ
て
述
べ
た
。）。

以
上
、
第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
③
は
殊
更
異
を
立
て
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
無
意
味
に
近
い
。                                

第
　
三
　
章    

助
動
詞
「
つ
」「
ぬ
」

 

一

次
に
助
動
詞
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
問
題
に
移
る
。

﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
説
明
は
初
版
か
ら
第
四
版
ま
で
の
間
に
基
本
的
な
相
違
は
な
い
。
よ
っ
て
第
四
版
と
第
五
版
と
を
比
較
す
る
。
先
ず
第
四
版
の
﹁
つ
﹂
の
︹
概

（
八
九
）
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説
︺
及
び
ブ
ラ
ン
チ
①
を
次
に
示
す
。

動
詞
・
助
動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
、
そ
の
動
作
・
作
用
の
完
了
・
確
認
を
表
す
。
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
、
作
為
的
・
意
志
的
・
情
意
的
な
動
詞
の
下
に
つ
き
、

無
作
為
的
・
自
然
推
移
的
動
詞
の
下
に
つ
く
﹁
ぬ
﹂
と
区
別
が
あ
る
。
室
町
時
代
か
ら
は
用
法
が
限
ら
れ
、
口
語
で
は
衰
え
る
。

　

①
動
作
・
状
態
が
完
了
す
る
意
。（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
）

次
に
、﹁
ぬ
﹂
の
︹
概
説
︺
に
は
、﹁
ぬ
﹂
が
動
詞
お
よ
び
或
る
種
の
助
動
詞
の
連
用
形
に
接
続
す
る
こ
と
と
﹁
室
町
時
代
以
後
の
口
語
で
は
す
た
れ
た
﹂
と
の

説
明
が
あ
る
だ
け
で
、﹁
つ
﹂
の
︹
概
説
︺
中
の
傍
線
部
に
対
応
す
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
ブ
ラ
ン
チ
①
に

　
　

①
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
、
自
然
推
移
的
・
無
作
為
的
・
受
身
的
動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
、
そ
の
動
作
・
作
用
の
完
了
を
表
す
。
⋮
て
し
ま
う
。
⋮
て

し
ま
っ
た
。
⋮
し
た
。

と
あ
り
、
む
し
ろ
こ
れ
が
﹁
つ
﹂
の
︹
概
説
︺
の
内
容
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
右
﹁
ぬ
﹂
の
ブ
ラ
ン
チ
①
は
︹
概
説
︺
と
ブ

ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
と
を
併
せ
て
説
明
し
た
形
で
あ
る
。
以
上
は
﹁
ぬ
﹂
の
解
説
が
﹁
つ
﹂
の
記
述
を
前
提
に
し
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
第
五
版
で
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
が
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
す
る
こ
と
に
触
れ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
﹁
つ
﹂　

動
詞
﹁
棄
つ
﹂
の
約
と
い
う
。
動
作
・
作
用
が
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
に
基
づ
き
、
作
為
的
・
意
志
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
表
し
、
無
作

為
的
・
自
然
推
移
的
意
味
で
使
わ
れ
る
﹁
ぬ
﹂
と
区
別
が
あ
る
。
室
町
時
代
か
ら
は
用
法
が
限
ら
れ
、
口
語
で
は
衰
え
る
。

　
　
﹁
ぬ
﹂　

動
詞
﹁
去
ぬ
﹂
か
ら
と
す
る
説
が
有
力
視
さ
れ
る
。
動
作
・
作
用
が
、
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
と
関
わ
ら
ず
自
然
的
・
無
作
為
的
に
成
り
立
っ

た
こ
と
を
表
し
、
作
為
的
・
意
志
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
表
す
﹁
つ
﹂
と
区
別
が
あ
る
。
室
町
時
代
以
後
の
口
語
で
は
す
た
れ
た
。

と
︹
概
説
︺
す
る
。

先
ず
、
右
第
五
版
︹
概
説
︺
中
の
﹁
話
し
手
な
ど
当
事
者
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
見
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
﹁
当
事
者
﹂
の
意
は
話
し
手
以
外
の
他
の
存
在
を
含
意

す
る
が
具
体
的
に
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。

次
は
第
五
版
の
直
前
の
文
献
⑮
（
四
頁
）
の
記
述
で
、
こ
れ
は
氏
の
所
謂
﹁
時
の
助
動
詞
﹂
の
意
味
の
要
を
述
べ
た
一
部
で
あ
る
。

（
九
〇
）
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﹁
つ
﹂　

何
者
か
の
意
図
に
よ
っ
て
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
を
い
う
。

　
﹁
ぬ
﹂　

当
事
者
の
意
図
に
は
基
づ
か
ず
自
然
と
発
生
し
た
こ
と
を
い
う
。

右
の
説
明
で
﹁
当
事
者
﹂
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
何
者
か
﹂
で
あ
る
。
助
動
詞
の
意
味
を
﹁
何
者
か
の
意
図
﹂
に
よ
る
な
ど
と
規
定
す
る
こ
と
は
尋
常
で

は
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
文
献
⑮
の
具
体
例
（
七
頁
）
を
見
る
。

１
﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
し
つ
る
。
伏
籠
の
中
に
、
籠
め
た
り
つ
る
を
﹂（
源
氏
・
若
紫
・
一
・
一
八
四
）

２
﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
し
つ
る
。
伏
籠
の
中
に
、
籠
め
た
り
つ
る
を
﹂（
同
）

３
﹁
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
幼
き
御
後
見
に
お
も
ほ
す
べ
く
、
き
こ
え
給
ひ
て
む
や
﹂（
同
・
一
・
一
九
〇
）

４
﹁
あ
な
、
い
み
じ
や
。
い
と
、
あ
や
し
き
さ
ま
を
、
人
や
見
つ
ら
む
﹂（
同
・
一
・
一
八
六
）

５　

忘
ら
る
る
身
を
ば
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
（
大
和
物
語
・
八
四
段
）

右
の
﹁
つ
﹂
に
つ
い
て
の
氏
の
説
明
（
取
意
）
に
筆
者
の
補
足
的
な
解
釈
を
加
え
、
そ
の
要
を
示
す
。

１　

動
作
主
（
第
三
人
称
﹁
犬
君
﹂）
の
有
意
的
動
作
。

２　

動
作
主
（
第
一
人
称
﹁
紫
上
﹂）
の
有
意
的
動
作
。

３　

話
し
手
（
源
氏
）
の
意
図
。
動
作
主
（
聞
き
手
﹁
僧
都
﹂）
の
有
意
的
動
作
で
は
な
い
。

４　

話
し
手
（
尼
君
）
の
自
ら
の
不
注
意
に
対
す
る
自
責
の
意
識
。
動
作
主
（
第
三
人
称
﹁
人
﹂）
の
有
意
的
動
作
で
は
な
い
。

　

５　
﹁
つ
﹂
は
﹁
自
己
の
行
為
を
い
う
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
﹁
自
己
﹂
の
意
味
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
が
作
者
﹁
右
近
﹂
を
指
す
の
か
、
誓

う
主
体
で
あ
る
相
手
の
男
性
を
指
す
の
か
が
不
明
で
あ
る
か
ら
整
理
不
能
。

右
は
１
・
２
と
３
・
４
と
で
説
明
の
内
容
が
異
な
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
１
・
２
が
動
作
主
の
有
意
的
動
作
を
表
す
の
に
対
し
、
３
・
４
は

話
し
手
の
意
図
乃
至
意
識
を
表
す
も
の
で
、
動
作
主
の
有
意
的
動
作
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
（
５
は
検
討
の
限
り
で
な
い
）。
自
説
の
例
証
と
す
る
ご
く

少
数
の
具
体
例
さ
え
統
一
的
な
説
明
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
規
定
の
現
実
性
の
欠
如
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
事
を
含
め
筆
者
は
以
上
の
す
べ
て
を
否

定
す
る
。
結
論
は
以
上
で
あ
る
が
、
若
干
の
補
足
的
な
検
討
を
加
え
る
。

（
九
一
）
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１
・
２
の
﹁
つ
﹂
は
﹁
有
意
的
動
作
4

4

﹂
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、﹁
有
意
的
﹂﹁
無
意
的
﹂
の
如
何
を
問
わ
ず
、助
動
詞
﹁
つ
﹂
が
﹁
動
作
﹂

を
表
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
こ
は
動
詞
﹁
逃
す
﹂﹁
籠
む
﹂
の
意
味
と
助
動
詞
﹁
つ
﹂
の
機
能
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
の
例
に

つ
い
て
は
後
に
ま
た
改
め
て
取
り
上
げ
る
）。

３
は
源
氏
が
僧
都
に
尼
君
へ
の
と
り
な
し
を
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
形
式
上
﹁
⋮
⋮
て
む
や
﹂
と
対
を
な
す
次
の
﹁
⋮
⋮
な
む
や
﹂
の
﹁
ぬ
﹂
の
場

合
は
如
何
。

﹁
一
日
の
花
の
か
げ
の
対
面
、
あ
か
ず
お
ぼ
え
侍
り
し
を
、
御
い
と
ま
あ
ら
ば
た
ち
寄
り
給
ひ
な
む
や
﹂
と
あ
り
。（
源
氏
・
藤
裏
葉
・
三
・
一
八
六
。
内

大
臣
↓
夕
霧
）

中
納
言
の
君
、北
の
お
と
ど
に
﹁
渡
ら
せ
給
ひ
な
む
や
﹂
と
聞
こ
え
給
へ
り
け
れ
ば
、お
と
ど
お
は
し
た
り
。（
宇
津
保
・
蔵
開
上
。
中
納
言
の
君
↓
お
と
ど
）

こ
れ
ら
は
依
頼
ま
た
は
勧
誘
の
文
で
あ
る
が
、
３
の
﹁
き
こ
え
給
ひ
て
む
や
﹂
の
﹁
つ
﹂
が
源
氏
の
﹁
意
図
に
基
づ
く
も
の
﹂
で
あ
れ
ば
、
右
の
﹁
た
ち
寄
り

給
ひ
な
む
や
﹂﹁
渡
ら
せ
給
ひ
な
む
や
﹂
の
﹁
ぬ
﹂
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
﹁
内
大
臣
﹂﹁
中
納
言
の
君
﹂
の
﹁
意
図
に
基
づ
く
も
の
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

右
の
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
機
能
に
は
全
然
な
ん
の
相
違
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、も
し
﹁
ぬ
﹂
の
意
味
が
、先
の
規
定
の
如
く
で
あ
れ
ば
、右
の
﹁
た
ち
寄
る
﹂

﹁
渡
る
﹂
事
態
は
無
意
図
的
・
自
然
的
な
発
生
を
い
う
も
の
と
な
る
。
自
然
発
生
的
・
自
発
的
な
事
態
に
対
し
て
命
令
・
依
頼
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
道
理
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
も
そ
も
発
話
事
態
が
無
意
味
と
な
る
。

右
諸
例
に
お
い
て
話
し
手
の
﹁
意
図
﹂
は
謂
わ
ば
そ
の
発
話
全
体
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
各
一
語
に
限
定
、
抽
象
し
て
そ
れ
を
説
明

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、﹁
て
む
や
﹂﹁
な
む
や
﹂
が
常
に
命
令
・
勧
誘
表
現
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。（
こ
の

問
題
の
詳
細
は
拙
稿
⑦
三
八
頁
以
下
及
び
拙
著
﹃
命
令
・
勧
誘
表
現
の
体
系
的
研
究
﹄︿
平
成
一
七
年
・
お
う
ふ
う
﹀
に
譲
る
）。

４
は
自
ら
の
規
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
。﹁
意
図
的
﹂
な
﹁
不
注
意
﹂
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
し
い
形
容
矛
盾
で
あ
っ
て
、
論
理
的
に
あ
り
得
ず
、
右
は

全
く
の
デ
タ
ラ
メ
と
い
う
他
は
な
い
。（
右
１
～
４
の
例
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
⑦
二
四
頁
以
下
に
譲
る
）。

以
上
、
文
献
⑮
の
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
説
を
全
面
的
に
否
定
し
た
。
た
だ
し
、
右
の
如
く
﹁
つ
﹂
を
意
図
的
、﹁
ぬ
﹂
を
自
然
的
と
規
定
す
る
の
は
以
後
氏
の
持
説

と
な
っ
て
ゆ
く
。

（
九
二
）
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次
に
、
第
五
版
後
の
文
献
⑰
で
は

　
﹁
つ
﹂
は
、
前
に
来
る
動
詞
の
表
す
内
容
の
実
現
が
、
誰
か
そ
れ
を
意
図
す
る
人
が
あ
っ
て
し
た
こ
と
を
示
す
働
き
が
あ
り
、 

　
﹁
ぬ
﹂
は
、
そ
の
事
態
が
誰
の
意
図
に
も
基
づ
か
ず
、
自
然
と
生
じ
た
こ
と
を
示
す
働
き
が
あ
る
。

と
す
る
（
一
九
九
頁
）。
今
度
は
﹁
誰
﹂
で
あ
っ
て
、
と
も
に
無
限
定
で
あ
り
曖
昧
で
あ
る
。

検
討
が
長
く
な
っ
た
が
、
要
す
る
に
、
第
五
版
の
﹁
話
し
手
な
ど
当
事
者
﹂
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
遂
に
不
可
能
で
あ
る
。︻
補
注
３
︼

再
び
、
両
版
の
比
較
に
戻
り
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
︹
概
説
︺
の
要
を
改
め
て
再
掲
す
る
（
記
号
・
傍
線
筆
者
）。

　

第
四
版

　
﹁
つ
﹂　

作
為
的
・
意
志
的
・
情
意
的
な
動
詞
の
下
に
つ
き

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
動
作
・
作
用
の
完
了
・
確
認
を
表
す
。

　
﹁
ぬ
﹂　

自
然
推
移
的
・
無
作
為
的
・
受
身
的
な
動
詞
の
下
に
つ
き

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
動
作
・
作
用
の
完
了
を
表
す
。

　

第
五
版

　
﹁
つ
﹂　

動
作
・
作
用
が
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
に
基
づ
き
、
作
為
的
・
意
志
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
表
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

　
﹁
ぬ
﹂　

動
作
・
作
用
が
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
と
関
わ
ら
ず
、
自
然
的
・
無
作
為
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
表
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

両
版
に
お
け
る
傍
線
部
の
用
語
は
ほ
と
ん
ど
共
通
す
る
が
言
う
と
こ
ろ
は
全
く
別
で
あ
る
。
即
ち
第
四
版
の
そ
れ
は
上
接
動
詞
の
意
味
を
言
い
、
第
五
版
の
そ

れ
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
自
体
の
意
味
を
言
う
。
こ
れ
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
使
い
分
け
の
理
由
を
上
接
動
詞
の
意
味
の
区
別
に
求
め
る
か
、
そ
れ
を
認
め
ず
﹁
話
し
手
な

ど
当
事
者
の
意
図
﹂
の
有
無
に
求
め
る
か
、
の
相
違
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
両
版
の
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
。

た
だ
し
、
氏
は
も
と
文
献
⑥
で
は
﹁
動
詞
の
意
味
の
差
に
応
じ
た
、
意
味
の
違
い
が
、﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄
の
二
語
に
あ
っ
た
﹂（
九
二
頁
）
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
は
上
に
来
る
動
詞
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
、
か
つ
、
そ
の
動
詞
の
意
味
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
規
定
さ
れ
る
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
要

約
し
て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
﹁
つ
﹂　
﹁
意
図
し
た
動
作
・
作
用
﹂
の
意
味
を
表
す
動
詞
に
接
続
し
て
、﹁
意
図
し
た
事
の
完
了
﹂
の
意
を
表
す
。

（
九
三
）
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﹁
ぬ
﹂　
﹁
何
の
意
図
も
な
く
生
じ
た
動
作
・
作
用
﹂
の
意
味
を
表
す
動
詞
に
接
続
し
て
、﹁
自
然
に
生
じ
た
事
の
完
了
﹂
の
意
を
表
す
。

（
右
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
上
に
来
る
は
動
詞
の
意
味
と
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
意
味
と
が
そ
れ
ぞ
れ
重
な
り
あ
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
相
違
が
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
筆
者
は
早
く
拙
稿
①
に
お
い
て
批
判
し
、
更
に
近
く
は
拙
稿
⑦
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。）

と
こ
ろ
が
、こ
の
見
解
は
や
が
て
一
変
す
る
。
即
ち
、前
掲
文
献
⑮
で
は
事
態
の
発
生
に
関
わ
る
﹁
何
者
か
﹂
乃
至
﹁
当
事
者
﹂、文
献
⑰
で
は
﹁
誰
か
﹂
の
﹁
意
図
﹂

の
有
無
に
よ
っ
て﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂が
使
い
分
け
ら
れ
る
、と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、上
接
す
る
動
詞
の
意
味
に
よ
る
使
い
分
け
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
変
説
の
理
由
は
こ
こ
で
は
一
切
明
ら
か
で
は
な
い
。（
な
お
、
文
献
⑥
の
あ
と
、
右
文
献
⑮
ま
で
の
間
に
特
に
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
に
つ
い
て
の
記
述
は

な
い
）。

な
お
、
氏
は
後
に

そ
れ
（
動
詞
の
意
味
の
違
い
）
に
応
じ
て
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
が
使
い
分
け
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
二
語
の
意
味
を
、
動
詞
の
意
味
に
合
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
意
図

的
な
完
了
、
自
然
的
な
完
了
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
二
語
に
は
、
独
自
の
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
は
異
な
る
二
語
を
用
意

す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。（
文
献
⑳
二
四
八
頁
）

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
先
に
引
用
紹
介
し
た
文
献
⑥
の
見
解
を
自
ら
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
か
氏
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
全
然
触
れ

る
こ
と
は
な
く
、
右
は
あ
た
か
も
他
人
事
の
よ
う
な
書
き
振
り
で
あ
る
。

 

二

さ
て
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
使
い
分
け
は
、動
詞
の
性
質
に
よ
る
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
ほ
と
ん
ど
通
説
と
見
做
し
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
し
か
し
、

氏
は
文
献
⑮
で
そ
れ
を
否
定
し
、
そ
れ
は
︿﹁
何
者
か
﹂
乃
至
﹁
当
事
者
﹂
の
﹁
意
図
﹂
の
有
無
に
よ
る
﹀
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
氏
の
﹁
つ
﹂

﹁
ぬ
﹂
の
見
解
は
本
居
宣
長
の
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
説
の
否
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
よ
っ
て
次
に
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
説
を
示
す
。

Ⅰ　

詞
に
よ
り
て
下
を
、﹁
つ
る
﹂
と
い
ふ
べ
き
と
、﹁
ぬ
る
﹂
と
い
ふ
べ
き
と
の
差
別
あ
り
。
た
と
へ
ば
﹁
あ
り
﹂
と
い
ふ
詞
の
下
は
、
必
﹁
有
つ
る
﹂
と
の

み
い
ひ
て
、﹁
有
ぬ
る
﹂
と
い
ふ
こ
と
は
な
し
。﹁
見
る
﹂﹁
聞
﹂
も
、﹁
見
つ
る
﹂﹁
き
ゝ
つ
る
﹂
と
い
ひ
て
、﹁
見
ぬ
る
﹂﹁
聞
ぬ
る
﹂
と
は
い
は
ず
。
又
﹁
ち

（
九
四
）
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り
﹂﹁
ふ
り
﹂
な
ど
は
、﹁
ち
り
ぬ
る
﹂﹁
ふ
り
ぬ
る
﹂
と
い
ひ
て
﹁
ち
り
つ
る
﹂﹁
ふ
り
つ
る
﹂
と
は
を
さ
を
さ
い
は
ず
。

Ⅱ　

又
﹁
つ
る
﹂
に
て
も
﹁
ぬ
る
﹂
に
て
も
よ
き
詞
も
あ
り
。

Ⅲ　

又
﹁
つ
る
﹂﹁
ぬ
る
﹂
と
い
ふ
を
、
事
に
よ
り
て
は

0

0

0

0

0

0

、﹁
た
る
﹂
と
い
ひ
て
よ
き
所
あ
り
、﹁
け
る
﹂
と
い
ひ
て
よ
き
所
も
あ
り
。

Ⅳ　

然
る
に
近
き
世
の
人
は
、
こ
れ
ら
の
わ
き
0

0

を
し
ら
ず
、
み
だ
り
な
る
中
に
、
①
﹁
つ
る
﹂
と
い
ふ
べ
き
を
、﹁
ぬ
る
﹂
と
い
ふ
こ
と
の
殊
に
お
ほ
き
也
。

大
か
た
初
學
の
輩
な
ど
は
、﹁
つ
る
﹂
と
い
ふ
こ
と
を
ば
、
し
ら
ざ
る
が
如
く
に
て
、
皆
﹁
ぬ
る
﹂
と
い
へ
り
。

　

②
又
﹁
た
る
﹂
或
は
﹁
け
る
﹂
と
い
ひ
て
よ
き
所
を
も
、
今
の
人
多
く
は
其
味
を
し
ら
ず
、
皆
﹁
ぬ
る
﹂
と
い
ふ
。
こ
れ
ら
古
の
歌
に
心
を
つ
け
て
、

つ
ね
に
よ
く
見
お
き
て
、
そ
の
例
を
し
る
べ
き
也
。（﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
筑
摩
書
房
・
五
・
四
七
八
頁
。﹁
つ
る
・
ぬ
る
・
た
る
・
け
る
﹂
の
項
。
い
ま
私

に
改
行
し
、
記
号
・﹁　

﹂
を
附
す
）

右
が
該
部
分
の
全
文
で
あ
る
。
氏
は
文
献
⑳
（
第
六
章
第
一
項
﹁﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
﹂）
に
お
い
て
右
全
文
を
引
用
し
次
の
よ
う
に
言
う
。（
文

献
⑳
は
﹃
広
辞
苑
﹄
第
五
版
の
後
の
論
で
あ
る
が
、氏
の
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
に
関
す
る
重
要
な
論
拠
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、こ
こ
で
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
）。

先
ず
、
前
半
部
に
つ
い
て
見
る
。

（
一
）
こ
こ
で
、
宣
長
は
、﹁
有
り
﹂﹁
見
る
﹂﹁
聞
く
﹂
の
後
に
は
﹁
つ
﹂
と
だ
け
い
っ
て
﹁
ぬ
﹂
と
は
い
わ
ず
、﹁
散
る
﹂﹁
降
る
﹂
の
後
に
は
﹁
ぬ
﹂
と
だ

け
い
つ
て
、﹁
つ
﹂
と
は
い
わ
な
い
と
し
て
、
ⓐ
動
詞
の
中
に
は
、
後
に
﹁
つ
﹂
が
付
く
か
、﹁
ぬ
﹂
が
付
く
か
の
決
ま
っ
て
い
る
語
が
あ
る
と
し
た
。
た
だ
、

そ
の
後
に
、﹁﹃
つ
る
﹄
に
も
（
マ
マ
）﹃
ぬ
る
﹄
に
も
（
マ
マ
）
よ
き
詞
も
あ
り
﹂
と
い
っ
て
、
後
に
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
ど
ち
ら
も
付
く
動
詞
が
あ
り
、
ⓑ
語
に
よ
っ

て
使
い
分
け
る
と
い
う
区
別
が
す
べ
て
の
動
詞
に
及
ぶ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
示
し
た
。（
二
四
三
頁
。
記
号
・
傍
線
筆
者
）

右
は
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
前
半
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）
の
内
容
を
要
約
・
紹
介
し
た
も
の
で
殊
更
言
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
で
は
、後
半
部
Ⅲ
に
つ
い
て
の
次
の
解
釈
は
如
何
。

（
二
）
更
に
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
と
い
う
の
を
、﹁
た
り
﹂
を
使
っ
て
も
、﹁
け
り
﹂
を
使
っ
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、﹁
つ
﹂
や
﹁
ぬ
﹂
が

使
わ
れ
る
所
に
、﹁
た
り
﹂や﹁
け
り
﹂を
使
っ
て
も
意
味
が
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
が
、語
が
違
っ
て
も
意
味
が
同
じ
と
い
う
考
え
は
、

今
の
立
場
か
ら
は
納
得
で
き
な
い
。
⋮
⋮
こ
の
部
分
で
の
宣
長
の
真
意
は
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
四
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
平
安
時
代
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

独
立
し
た
機
能
を
持
ち
、
異
な
る
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
取
り
替
え
て
も
意
味
が
変
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
の
は
納
得

（
九
五
）
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で
き
な
い
。
宣
長
の
中
に
は
、
或
い
は
も
っ
と
別
の
深
い
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。（
二
四
三
・
二
四
四
頁
）

こ
れ
を
読
ん
で
啞
然
と
し
た
。
な
ん
と
、
氏
は
、
宣
長
が
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
と
﹁
た
り
﹂﹁
け
り
﹂
と
を
同
義
と
解
し
て
い
る
と
し
、
そ
の
真
意
は
理
解
で
き
な
い
、

納
得
で
き
な
い
、
と
い
う
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
読
み
方
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
論
評
の
限
り
で
な
い
が
、
一
往
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。
先
の
Ⅲ
に
は
﹁
事
に
0

0

よ
り
て
は

0

0

0

0

﹂
と
あ
る
。
即
ち
、
宣
長
は
表
現
内
容
に
よ
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
つ
る
﹂﹁
ぬ
る
﹂
で
な
く
﹁
た
る
﹂﹁
け
る
﹂
と
表
現
し
て
よ
い
所
も
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
更
に
、
こ
れ
を
承
け
て
Ⅳ
で
は
﹁
然
る
に
近
き
世
の
人
は
、
こ
れ
ら
の
わ
き
0

0

を
し
ら
ず
、
み
だ
り
な
る
中
に
﹂﹁﹃
た
る
﹄
或
は
﹃
け
る
﹄
と
い
ひ
て
よ
き

所
を
も
、
今
の
人
の
多
く
は
其
味
を
し
ら
ず
、
皆
﹃
ぬ
る
﹄
と
い
ふ
﹂
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
右
四
語
の
﹁
わ
き
﹂（
区
別
）
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
明

確
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
﹁
宣
長
の
中
に
は
、
或
い
は
も
っ
と
別
の
深
い
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
﹂
な
ど
と
言
う
が
、
宣
長
の
文
章
は
﹁
初

學
の
輩
﹂
を
対
象
と
し
て
簡
潔
・
平
明
、
段
落
の
構
成
も
整
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
論
旨
に
寸
毫
の
疑
念
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な
い
。

次
は
右
の
引
用
に
直
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
Ａ　

宣
長
は
、語
に
よ
っ
て
は
、﹁
つ
﹂
も
﹁
ぬ
﹂
も
、ど
ち
ら
も
付
く
動
詞
が
あ
り
、動
詞
に
よ
つ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
。（
二
四
四

頁
）                                                                                        

　

Ｂ　

既
に
宣
長
も
い
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
用
例
か
ら
見
る
限
り
、﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
使
い
分
け
を
動
詞
に
求
め
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
ま
た
、
宣
長

が
挙
げ
た
語
の
中
で
も
、
必
ず
し
も
そ
の
例
は
多
く
な
い
が
、﹁
降
る
﹂
な
ど
は
﹁
降
り
つ
る
﹂
と
い
っ
た
例
も
認
め
ら
れ
る
。（
二
四
五
頁
）

と
し
て
、﹁
降
り
つ
る
﹂
の
三
例
を
挙
げ
、
更
に
、﹁
見
ゆ
﹂
に
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
ど
ち
ら
も
続
い
て
い
る
と
し
て
、
各
二
例
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら                                                                                                    

　

Ｃ　

同
じ
よ
う
に
、﹁
つ
﹂
も
﹁
ぬ
﹂
も
続
く
動
詞
の
例
は
多
く
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
二
語
の
使
い
分
け
が
前
に
来
る
動
詞
に

よ
つ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（
二
四
八
頁
）

と
し
て
、
こ
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

　

Ｄ　
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
は
、
前
に
来
る
動
詞
の
違
い
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
。
実
際
は
、
そ
れ
で
区
別
で
き
な
い
こ
と
は
、

宣
長
も
認
め
て
い
た
し
、
実
例
か
ら
も
そ
う
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（
二
五
一
頁
）

こ
こ
に
至
っ
て
氏
は
宣
長
説
を
全
面
的
に
否
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
到
底
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
第
一
に
Ａ
は
甚
し
い
誤
解
で
あ
る
。
否
む
し
ろ

（
九
六
）
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曲
解
と
い
う
に
近
い
。
宣
長
は
前
掲
Ⅰ
で
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
が
﹁
詞
﹂（
動
詞
）
に
よ
つ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
言
い
、
続
く
Ⅱ
で
は
﹁
又
﹂
例
外
の
﹁
詞
も
あ

り
﹂
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ⅱ
は
決
し
て
Ⅰ
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
前
掲
Ⅳ
の
①
を
併
せ
見
れ
ば
何
人
に
も
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。                                                                                  

　

次
に
、
Ｂ
の
﹁
用
例
﹂
云
々
も
認
め
難
い
。
全
く
事
実
を
無
視
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
﹁
既
に
宣
長
も
い
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
﹂
と
い

う
の
も
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
誤
解
乃
至
曲
説
な
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

Ｃ
は
、動
詞
に
よ
る
使
い
分
け
を
強
く
否
定
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
は
僅
か
に
﹁
降
る
﹂
と
﹁
見
ゆ
﹂
と
の
二
語
の
場
合
を
も
と
に
﹁
同
じ
よ
う
に
、﹃
つ
﹄

も
﹃
ぬ
﹄
も
続
く
動
詞
の
例
は
多
く
0

0

あ
る
﹂
と
し
て
一
挙
に
拡
大
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
無
稽
の
強
弁
た
る
を
免
れ
な
い
。
末
尾
の
Ｄ
は
以
上
の
妄
言

の
帰
結
で
あ
る
。

要
す
る
に
氏
に
は
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
文
章
が
全
く
読
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を
曲
解
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
氏
に
は
な
ん
ら
実
証
的
な
裏

づ
け
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
頁
を
費
や
し
な
が
ら
何
故
先
の
二
語
以
外
の
例
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
か
。
氏
の
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂

の
説
（
動
詞
の
意
味
に
よ
る
使
い
分
け
の
否
定
）
は
か
か
る
信
じ
難
い
ほ
ど
粗
笨
な
臆
断
に
よ
っ
て
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
説
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
発
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
確
言
し
て
お
く
。︻
補
注
４
︼

 

三

第
五
版
で
は
先
の
︹
概
説
︺
の
下
に
四
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
る
。
先
ず
ブ
ラ
ン
チ
①
を
引
く
。

①
動
作
・
状
態
が
完
了
す
る
意
。
⋮
し
て
し
ま
う
。
⋮
し
た
。
後
に
推
量
の
意
味
が
続
い
た
時
は
、
強
意
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

記
中
﹁
新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る
﹂

万
八
﹁
沫
雪
に
降
ら
え
て
咲
け
る
梅
の
花
君
が
り
や
ら
ば
よ
そ
へ
て
む
か
も
﹂

保
元
﹁
あ
は
れ
、
取
り
も
か
ふ
る
物
な
ら
ば
、
忠
実
が
命
に
か
へ
て
ま
し
﹂

右
の︿
語
義
﹀は
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①﹁
動
作
・
状
態
が
完
了
す
る
意
﹂、同
②﹁（﹁
て
む
﹂﹁
つ
ら
む
﹂﹁
つ
べ
し
﹂な
ど
の
形
で
）完
了
し
た
結
果
を
確
信
を
も
っ

て
推
量
す
る
﹂
を
ほ
ぼ
一
括
し
た
も
の
で
あ
る
。（
右
の
第
一
例
は
も
と
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①
の
用
例
、
第
二
・
第
三
例
は
同
じ
く
も
と
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ

（
九
七
）
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②
の
用
例
で
あ
る
）。

こ
こ
で
は﹁
つ
﹂は﹁
動
作
・
状
態
が
完
了
す
る
意
﹂だ
と
言
う
。
従
っ
て
こ
れ
は︹
概
説
︺の﹁
動
作
・
作
用
が
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
に
基
づ
き
、作
為
的
・

意
志
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と
を
表
す
﹂
と
い
う
規
定
を
承
け
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
即
ち
︹
概
説
︺
と
は
全
く
無
縁
で
あ
っ
て
、
単
に
﹁
完
了
﹂
の
意
を

言
う
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、︹
概
説
︺の
右
傍
線
部
こ
そ
が
氏
の
見
解
の
肝
要
に
し
て
か
つ
特
異
な
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、︹
概
説
︺は﹁
つ
﹂

の
用
法
を
す
べ
て
包
摂
し
、
各
ブ
ラ
ン
チ
は
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
の
筈
で
あ
り
、
特
に
ブ
ラ
ン
チ
①
は
︹
概
説
︺
の
意
味
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
右
が
︹
概
説
︺
を
承
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①
・
②
の
︿
語
義
﹀・
用
例
を
安
易
に
転
用
、
一
括
し
た
こ
と
も
関
わ
っ

て
い
よ
う
か
。

な
お
、︿
語
義
﹀
後
半
の
﹁
強
意
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
﹂（
傍
線
筆
者
）
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
推
量
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
場
合
の
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
を
﹁
強

意
﹂
と
す
る
説
が
安
易
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
認
め
難
い
。﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
は
上
接
す
る
叙
述
に
完
了
・
確
認
の
意
味
を
添
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
機

能
は
他
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
か
否
か
に
は
全
く
左
右
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
は
筆
者
年
来
の
主
張
で
あ
る
が
今
は
詳
説
の
限
り
で
な
い
。
な
お
ま
た
、末
尾
の﹁
こ

と
も
あ
る
﹂
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
ま
こ
と
に
曖
昧
で
あ
る
。                                                                                                                          

続
い
て
第
五
版
の
ブ
ラ
ン
チ
②
・
③
を
一
括
し
て
見
る
。

②
し
た
人
を
責
め
る
思
い
を
込
め
て
、
動
作
・
事
態
の
完
了
を
い
う
。（
傍
線
筆
者
）

伊
勢
﹁
み
そ
か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も
と
よ
り
こ
よ
ひ
夢
に
な
ん
見
え
給
ひ
つ
る
と
い
へ
り
け
れ
ば
﹂

源
若
紫
﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
﹂

③
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
動
作
・
事
態
の
完
了
を
い
う
。（
同
）

万
五
﹁
手
に
持
て
る
吾
が
児
飛
ば
し
つ
世
の
中
の
道
﹂

古
今
恋
﹁
飛
鳥
川
渕
は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
忘
れ
じ
﹂

こ
こ
で
は
﹁
つ
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
し
た
人
を
責
め
る
思
い
﹂﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
﹂
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
こ
と
に
奇
矯
な
見
解

（
九
八
）
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で
あ
る
が
、先
ず
ブ
ラ
ン
チ
②
の
第
二
例
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
右
に
関
し
次
に
文
献
⑮
の
記
述
を
引
く
。
こ
こ
で
は
﹁
つ
﹂
の
意
味
を
﹁
何
者
か
の
意
図
に
よ
っ

て
事
態
が
発
生
し
た
こ
と
を
い
う
﹂﹁
有
意
的
な
動
作
を
表
し
た
﹂
と
し
て
、

﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
し
つ
る
。
伏
籠
の
中
に
、
籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
﹂（
源
氏
・
若
紫
・
一
・
一
八
四
頁
）

の
例
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

﹁
逃
し
つ
る
﹂﹁
籠
め
た
り
つ
る
﹂と
二
箇
所
に﹁
つ
﹂が
使
わ
れ
て
い
る
。
後
者
の﹁
つ
﹂が
紫
上
の
有
意
的
動
作
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
者
は
、

話
手
で
あ
る
紫
上
が
、﹁
逃
し
﹂
た
﹁
犬
君
﹂
の
有
意
的
動
作
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
例
で
あ
る
。

右
に
つ
い
て
は
既
に
第
一
項
で
取
り
上
げ
た
が
、こ
こ
で
は
別
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。﹁
逃
が
す
﹂（
以
下
こ
の
よ
う
に
表
記
す
る
）に
は﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂の
う
ち﹁
つ
﹂

し
か
接
続
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
﹁
逃
が
し
ぬ
﹂﹁
逃
が
し
ぬ
る
﹂
な
ど
と
表
現
し
た
例
は
な
い
。
こ
れ
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
は
犬
君
の
有

意
的
動
作
で
あ
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
へ
の
責
め
の
思
い
を
表
す
べ
く
話
し
手
紫
上
が
﹁
つ
﹂
を
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
初
め
か
ら
出
来
な
い
相
談
で

あ
る
。

次
に
﹁
籠
め
た
り
つ
る
﹂
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
完
了
の
助
動
詞
﹁
た
り
﹂
に
は
﹁
つ
﹂
し
か
接
続
し
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、﹁
た
り
ぬ
る
﹂
と
い
う
言
い
方

は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
話
し
手
の
判
断
に
よ
っ
て
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
を
選
択
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
﹁
後
者
の
﹃
つ
﹄
が
紫
上
の
有
意
的
動
作
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
﹂
な
ど
と
言
う
の
も
全
く
容
認
し
難
い
。
こ
れ
は
、﹁
つ
﹂
に
上
接
す
る
叙
述
内
容
が
話
し
手
自
身
の
行
為
な
る
が
故
に
そ
れ
を
﹁
紫

上
の
有
意
的
動
作
で
あ
る
﹂
と
し
、
延
い
て
そ
れ
を
﹁
つ
﹂
の
意
味
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
助
動
詞
﹁
つ
﹂
自
体
が
﹁
有
意
的
動
作
0

0

﹂
を
表
す
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。（
こ
の
例
文
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
⑦
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
）。

と
こ
ろ
で
、
先
の
ブ
ラ
ン
チ
②
・
③
の
︿
語
義
﹀
の
﹁
し
た
人
を
責
め
る
思
い
﹂﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
﹂
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
、
こ
こ
で

そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
次
は
﹃
旺
文
社　

古
語
辞
典
﹄（
第
九
版
、
二
〇
〇
一
年
）
で
﹁
つ
﹂
の
﹁
基
本
義
﹂
を
説
明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

そ
う
な
っ
た
こ
と
を
、だ
れ
か
が
し
た
こ
と
で
あ
る
と
判
断
し
た
意
味
を
表
す
。
だ
れ
か
が
し
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、そ
れ
が
自
分
で
あ
る
な
ら
ば
、自
慢
・

自
責
な
ど
、
自
分
以
外
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
へ
の
感
謝
・
賞
賛
・
責
任
追
及
な
ど
の
気
持
ち
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
九
九
）



175

川上　徳明 

な
お
、右
に
先
立
つ﹁
第
八
版
﹂（
一
九
九
四
年
）に
も
簡
単
で
は
あ
る
が
こ
れ
に
近
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
意
識
が
、﹃
広
辞
苑
﹄第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
②
・

③
の︿
語
義
﹀の
根
柢
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、右
は
観
念
的
・
思
弁
的
に
言
葉
を
弄
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
つ
の
助
動
詞
が﹁
自
慢
﹂と﹁
自
責
﹂、

﹁
感
謝
﹂﹁
賞
賛
﹂
と
﹁
責
任
追
及
﹂
と
い
っ
た
全
く
の
異
義
、
し
か
も
相
反
し
相
容
れ
な
い
意
味
を
如
何
に
し
て
表
し
得
る
の
か
。
ま
た
、
対
象
と
な
る
動
作
主

の
相
違
に
よ
っ
て
そ
の
﹁
思
い
﹂
の
内
容
が
異
な
る
と
い
う
の
は
、
即
ち
そ
れ
が
文
脈
乃
至
場
面
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
表
明
す
る
に
等

し
い
。︻
補
注
５
︼

﹃
広
辞
苑
﹄
の
例
文
の
検
討
に
戻
る
。
ブ
ラ
ン
チ
②
の
第
一
例
は
﹃
伊
勢
物
語
﹄（
一
一
〇
段
）
の

み
そ
か
に
通
ふ
女
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
も
と
よ
り
﹁
こ
よ
ひ
夢
に
な
ん
見
え
給
ひ
つ
る
﹂
と
い
へ
り
け
れ
ば

で
あ
る
が
、こ
れ
は
第
四
版
ま
で
は
﹁
陳
述
の
確
認
を
表
す
﹂
例
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
つ
﹂
が
如
何
に
し
て
﹁
し
た
人
を
責
め
る
思
い
を
込
め
﹂

た
例
と
な
る
の
か
。
女
は
、
自
分
が
拒
ん
で
い
る
に
も
拘
ら
ず
相
手
が
押
し
て
﹁
夢
に
現
れ
た
﹂
と
し
て
責
め
て
い
る
、
と
で
も
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

は
右
に
続
い
て
、
男
の
歌

思
ひ
あ
ま
り
出
で
に
し
魂
の
あ
る
な
ら
ん
夜
深
く
見
え
ば
魂
む
す
び
せ
よ

が
あ
り
、
以
上
が
こ
の
段
の
全
て
で
あ
り
、
こ
の
応
答
に
す
べ
て
が
尽
さ
れ
て
い
る
。
女
の
言
葉
の
ど
こ
に
男
を
責
め
る
気
持
が
認
め
ら
れ
よ
う
か
。
ま
た
、﹁
見

え
給
ひ
つ
る
﹂
の
﹁
給
ふ
﹂
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
氏
は
如
何
に
説
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
右
は
余
り
に
も
恣
な
解
釈
と
い
う
他
は
な
い
。
参
考
ま
で
に
次
に

﹁
新
大
系
﹂
の
注
を
引
い
て
お
こ
う
。

相
思
相
愛
の
仲
な
が
ら
人
目
を
憚
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
逢
瀬
も
ま
ま
な
ら
ぬ
男
女
な
の
で
あ
ろ
う
。
夢
の
な
か
に
逢
い
え
た
男
へ
の
訴
え
に
対
し
て
、
男

は
わ
が
魂
を
結
び
と
ど
め
て
欲
し
い
と
願
う
。
相
手
へ
の
激
し
い
思
い
が
そ
の
相
手
の
夢
の
な
か
に
証
さ
れ
る
、
と
い
う
俗
信
は
多
く
の
物
語
の
な
か
に

語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
傍
線
筆
者
）

右
の
例
文
の
検
討
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
筆
者
は
自
ず
と
次
を
想
起
す
る
。
以
下
は
文
献
⑱
（﹃
大
辞
典
﹄）
の
﹁
つ
﹂
の
項
の
ブ
ラ
ン
チ
③
の
記

述
で
あ
る
。

（
一
〇
〇
）
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③
ⓐ
そ
の
す
る
人
が
し
よ
う
と
し
て
し
た
と
い
う
、
意
図
に
基
づ
い
た
行
為
で
は
な
く
、
ⓑ
当
事
者
の
そ
う
し
た
ら
い
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
生
じ
る
こ
と

を
示
す
語
。

　
﹁
思
ひ
つ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し
を
﹂（
古
今
・
五
五
二
）

　
　

ⓒ
夢
に
人
の
﹁
見
え
﹂
た
こ
と
は
、
夢
を
見
る
人
の
意
図
に
基
づ
く
こ
と
と
し
て
﹁
つ
﹂
を
用
い
て
い
る
。（
記
号
・
傍
線
筆
者
）

夢
に
人
の
﹁
見
え
﹂
た
こ
と
は
、そ
の
﹁
夢
に
見
え
た
人
﹂
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、﹁
夢
を
見
る
人
﹂
の
意
図
に
基
づ
く
、と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

夢
は
意
図
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
先
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
解
釈
と
ど
う
関
わ
る
の
か
。
な
お
、
右
ⓑ
の
﹁
当
事
者
﹂

と
い
う
の
は
こ
こ
で
は
﹁
夢
を
見
る
人
﹂
即
ち
歌
の
作
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
身
に
対
し
て
﹁
そ
う
し
た
ら
い
い
﹂
と
勧
奨
・
慫
慂
す
る
こ
と
は
な
い
。                                                                        

更
に
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
文
献
⑳
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

﹁
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
（
毎
晩
あ
の
人
の
こ
と
を
思
っ
て
寝
た
の
で
）﹂
と
い
う
こ
と
を
自
分
が
し
た
か
ら
﹁
私
の
思
い
が
通
じ
て
、
あ
の
人
が
夢
の
中
に

現
れ
た
の
か
﹂
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
場
合
で
い
え
ば
、﹁
私
の
夢
に
そ
の
人
の
姿
が
現
れ
る
（
そ
の
人
が
私
を
思
う
よ
う
に
な
っ
た
）﹂
と
い
う
事
態
は
、

私
が
思
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
、い
わ
ば
喜
び
の
思
い
が﹁
つ
﹂に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
前
記
の
思
い
が
あ
っ
た
か
ら﹁
つ
﹂

が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。（
二
五
二
頁
）

傍
線
部
に
あ
る
如
く
夢
の
解
釈
は
ま
た
変
転
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
﹁
つ
﹂
の
意
味
は
﹁
喜
び
の
思
い
﹂
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
ま
た
﹁
つ
﹂
に
新

た
な
意
味
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、﹁
つ
﹂
の
意
味
は
何
で
も
あ
り

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
驚
嘆
に
値
す
る
意
味
は
一
読
直
ち
に
明
ら
か
な

よ
う
に
こ
の
歌
の
上
の
句
の
叙
述
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
氏
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
﹁
つ
﹂
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、勿
論
﹁
つ
﹂
自
体
の
意
味
で
は
な
い
。

右
を
含
め
既
に
拙
稿
⑦
で
詳
細
を
尽
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
略
述
に
止
め
る
。

右
﹃
古
今
集
﹄
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
の
説
明
は
例
文
ご
と
に
単
な
る
思
い
つ
き
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
先
の
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
つ
い
て
の

説
明
に
も
な
ん
の
根
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
〇
一
）
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次
に
前
掲
第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
③
に
つ
い
て
見
る
。
第
一
例
の

手
に
持
て
る
吾
が
児
飛
ば
し
つ
世
の
中
の
道

は
﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
を
込
め
﹂
た
も
の
だ
と
い
う
。（
こ
れ
も
第
四
版
の
①
﹁
動
作
・
状
態
が
完
了
す
る
意
﹂
の
例
で
あ
っ
た
も
の
を
転
用
し

た
も
の
で
あ
る
）。
こ
の
例
は
巻
五
・
九
〇
四
の
長
歌
（
全
三
六
句
）
末
尾
の
句
で
あ
る
が
、
少
し
補
足
引
用
す
る
。

た
ま
き
は
る
命
絶
え
ぬ
れ　

立
ち
踊
り
足
摩
り
叫
び　

伏
し
仰
ぎ
胸
う
ち
嘆
き　

手
に
持
て
る
吾
が
児
飛
ば
し
つ　

世
の
中
の
道

右
は
、
わ
が
子
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
嘆
き
悲
し
み
の
歌
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
﹁
つ
﹂
を
﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
を
込
め
﹂
た
例
と
す
る
。
し
か

し
、
こ
れ
は
上
接
す
る
動
詞
﹁
飛
ば
す
﹂
の
意
味
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。﹁
飛
ば
す
﹂
は
﹁
飛
ぶ
﹂
の
他
動
詞
で
あ
り
、﹁
つ
﹂
が
接
続
す
る
。
仰
い

で
﹁
天
つ
神
﹂
に
祈
り
、
伏
し
て
﹁
地
の
神
﹂
に
祈
っ
た
甲
斐
も
な
く
、
遂
に
﹁
命
絶
え
ぬ
れ
（
ば
）、
立
ち
踊
り
足
摩
り
叫
び　

伏
し
仰
ぎ
胸
う
ち
嘆
き
﹂、
掌

中
の
わ
が
幼
な
子
を
﹁
飛
ば
し
﹂
即
ち
﹁
死
な
せ
﹂
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
結
句
﹁
世
の
中
の
道
﹂
に
込
め
ら
れ
た
思
い
の
深
さ
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

 

﹁
飛
ば
し
つ
﹂
の
﹁
つ
﹂
を
解
し
て
、
子
供
の
死
は
自
分
（
親
）
に
責
任
が
あ
る
事
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
余
り
に
も
浅
薄
な
理
解
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
も
ま
さ
か
﹁
作
為
的
・
意
志
的
﹂（︹
概
説
︺）
に
わ
が
子
を
殺
し
た
と
い
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
わ
が
子
を
死
な
せ
た
の
は
ど
う
に
も
な

ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
世
の
中
の
こ
と
わ
り
の
ま
ま
に
な
る

0

0

0

0

0

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
﹁
随
順
﹂
で
あ
る
。
類
例
を
挙
げ
る
。

家
離
り
い
ま
す
吾
妹
を
停
め
か
ね
山
隠
し

0

0

0

つ
れ
情
神
も
な
し
（
萬
葉
三
・
四
七
一
）

右
は
挽
歌
の
一
。﹁
家
を
離
れ
て
出
て
行
か
れ
る
わ
が
い
と
し
い
子
、
そ
の
子
を
引
き
と
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
つ
い
に
山
に
隠
れ
る
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た

の
で
、
た
だ
も
う
心
も
う
つ
ろ
で
あ
る
﹂（
伊
藤
博
﹃
萬
葉
集
釋
注
﹄
傍
線
筆
者
）
の
意
で
あ
る
。
な
お
、
死
を
意
味
す
る
﹁
山
隠
す
﹂
に
は
右
の
如
く
﹁
つ
﹂

が
接
続
し
、﹁
ぬ
﹂
が
接
続
し
た
例
は
な
い
。
因
み
に
、﹁
雲
隠
る
﹂
に
は
﹁
ぬ
﹂
が
接
続
す
る
（﹁
今
日
の
み
見
て
や
雲
隠
り
な
む
﹂
三
・
四
一
六
他
）。
こ
こ
に

話
し
手
個
人
の
選
択
の
余
地
は
な
い
。
類
例
を
挙
げ
る
。

　

石
田
王
の
卒
り
し
時
に
、
丹
生
王
の
作
れ
る
歌

な
ゆ
竹
の　

と
を
よ
る
皇
子　

さ
丹
つ
ら
ふ　

わ
ご
大
王
は　

隠
国
の　

泊
瀬
の
山
に　

神
さ
び
に　

斎
き
い
ま
す
と　

玉
梓
の　

人
そ
言
ひ
つ
る　

逆

言
か　

わ
が
聞
き
つ
る　

狂
言
か　

わ
が
聞
き
つ
る
も　
（
中
略
）　

高
山
の　

巌
の
上
に　

い
ま
せ

0

0

0

つ
る
か
も
（
萬
葉
三
・
四
二
〇
）

（
一
〇
二
）
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右
は
詞
書
に
あ
る
よ
う
に
石
田
王
の
死
後
、
妻
の
丹
生
王
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
中
略
部
分
は
王
を
死
な
せ
な
い
た
め
に
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
い
う
種
々

の
祭
儀
を
二
十
八
句
に
亙
っ
て
述
べ
る
。
悔
や
ん
で
も
還
ら
ぬ
繰
り
言
で
あ
る
。

問
題
の
﹁
い
ま
せ
つ
る
か
も
﹂
の
﹁
い
ま
す
﹂
は
下
二
段
の
他
動
詞
で
あ
り
、
結
句
を
直
訳
す
れ
ば
﹁
い
ら
っ
し
ゃ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
よ
﹂
と
な
る
。
勿

論
こ
れ
は
心
な
ら
ず
も
そ
う
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
前
例
同
様
﹁
⋮
⋮
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
﹂﹁
⋮
⋮
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
深
い
嘆
き

を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
か
ら
一
例
を
挙
げ
て
お
く
。

胸
は
ふ
た
が
り
て
、
こ
の
人
を
空
し
く
し
な
し

0

0

0

0

0

0

て
ん
事
の
い
み
じ
く
思
さ
る
ゝ
に
添
へ
て
、
大
方
の
む
く
む
く
し
さ
た
と
へ
ん
か
た
な
し
。（
夕
顔
・
一
・

一
五
一
）

右
は
某
の
院
で
夕
顔
が
急
死
す
る
場
面
。﹁
空
し
く
し
な
す
（
為
成
す
）﹂
は
こ
こ
で
は
﹁
死
な
せ
る
﹂
意
で
あ
る
が
、
夕
顔
が
死
ん
だ
の
は
勿
論
物
の
怪
に
取

り
憑
か
れ
た
せ
い
で
あ
る
。
源
氏
は
﹁
あ
が
君
、生
き
出
で
給
へ
。
い
と
い
み
じ
き
目
な
見
せ
給
ひ
そ
﹂
と
う
ろ
た
え
る
だ
け
で
、為
す
術
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
を
随
順
表
現
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
な
に
も
古
代
語
特
有
の
も
の
で
は
な
く
現
代
語
に
も
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、﹁
親
を
死

な
せ
た
﹂﹁
車
を
ぶ
つ
け
た
﹂﹁（
地
震
で
）
家
を
潰
し
た
﹂
等
々
、
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
人
は
通
常
﹁
体
を
壊
し
た
﹂
と
言
っ
て
、﹁
体
が
壊
れ
た
﹂

と
は
言
わ
な
い
。
い
ず
れ
も
心
な
ら
ず
も
そ
の
よ
う
な
事
態
を
招
き
、
そ
の
ま
ま
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
程
度
の
こ
と
は
日
本
語
文
法
の
研
究

を
志
す
者
に
と
っ
て
は
常
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
次
は
随
順
表
現
に
つ
い
て
の
必
見
の
論
で
あ
る
。

長
谷
川
清
喜
﹁
す
・
さ
す
︱
使
役
︿
古
典
語
﹀﹂（﹃
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
﹄
學
燈
社
）

山
口
氏
は
し
ば
し
ば
次
の
如
く
標
榜
す
る
。

日
本
語
を
日
本
語
本
来
の
発
想
で
捉
え
る
、
そ
れ
を
筆
者
は
長
く
夢
見
て
き
た
。（
文
献
⑮
﹁
序
章
﹂
六
頁
）

日
本
語
を
日
本
語
と
し
て
捉
え
た
い
。（
同
﹁
お
わ
り
に
－
今
日
ま
で
の
言
葉
と
の
か
か
わ
り
﹂
二
六
一
頁
）

も
と
も
と
、
日
本
語
独
自
の
発
想
を
知
り
た
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
。
⋮
⋮
日
本
語
独
自
の
発
想
を
捉
え
た
い
⋮
⋮
日
本
語
の
論
理
を
考
え
続

け
て
行
き
た
い
。（
文
献
⑰
﹁
初
め
に
﹂
三
・
四
・
五
頁
）

日
本
語
を
日
本
語
に
即
し
た
考
え
方
で
捉
え
る
と
い
う
テ
ー
マ
で
考
え
続
け
て
来
た
。（
同
﹁
お
わ
り
に
﹂
二
八
〇
頁
）

（
一
〇
三
）
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先
の
﹁
吾
が
児
飛
ば
し
つ
﹂
と
い
う
表
現
は
ま
さ
し
く
右
に
揚
言
す
る
﹁
日
本
語
本
来
の
発
想
﹂﹁
日
本
語
独
自
の
発
想
﹂
の
典
型
的
な
例
で
は
な
い
か
。

次
に
前
掲
第
五
版
ブ
ラ
ン
チ
③
の
第
二
例
、
古
今
集
の
﹁
思
ひ
そ
め
て
む
﹂
の
﹁
つ
﹂
を
﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思
い
﹂
を
込
め
た
例
と
す
る
の
は
如

何
に
し
て
も
筆
者
の
理
解
を
絶
す
る
不
思
議
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
氏
の
言
う﹁
責
任
﹂と
は
、あ
る
い
は
男
女
間
の
倫
理
的
な
責
任
を
言
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
平
安
時
代
初
期
の
和
歌
の
世
界
に
そ
う
し
た
倫
理
観
が
あ
る
か
否
か
を
知
ら
ぬ
が
、
仮
に
こ
の
歌
の
作
者
（
読
人
し
ら
ず
）
が
右
に
い
う
﹁
思
い
﹂
を
表

す
べ
く
﹁
つ
﹂
を
用
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
誠
に
律
儀
な
こ
と
と
感
心
す
る
。
た
だ
し
、右
に
つ
い
て
は
﹃
萬
葉
集
﹄﹁
八
代
集
﹂﹃
源
氏
物
語
﹄
を
通
し
て
﹁
思

ひ
そ
む
﹂
に
は
﹁
つ
﹂
し
か
接
続
し
な
い
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。                                     

以
上
、
第
五
版
﹁
つ
﹂
の
ブ
ラ
ン
チ
①
～
③
を
検
討
し
、
各
ブ
ラ
ン
チ
の
︿
語
義
﹀
及
び
そ
の
例
文
の
す
べ
て
を
否
定
し
た
。

前
述
の
如
く
責
任
追
及
の
﹁
思
い
﹂・
自
責
の
﹁
思
い
﹂
の
如
き
は
、仮
に
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
も
、も
と
よ
り
そ
れ
は
文
脈
・
場
面
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ

て
、﹁
つ
﹂
自
体
の
意
味
で
は
な
い
。
具
体
的
・
個
別
的
な
も
の
は
千
差
万
別
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
文
法
が
追
求
す
べ
き
普
遍
的
な
意
味
（
意
義
）
と
混
同
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
く
ら
い
事
新
し
く
言
う
ま
で
も
な
い
。
右
の
よ
う
な
単
な
る
思
い
つ
き
に
類
す
る
甚
だ
し
い
妄
断
を
﹃
広
辞
苑
﹄
の
如
き
最
も
一
般
的
な
辞
書

に
逸
早
く
取
り
入
れ
、
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
た
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
改
め
て
右
の
ブ
ラ
ン
チ
の
立
て
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ブ
ラ
ン
チ
①
の
﹁
完
了
﹂
に
対
し
、
ブ
ラ
ン
チ
②
は
﹁
し
た
人
を
責
め
る
思
い
を
込
め
て
﹂
の
﹁
完
了
﹂、
ブ
ラ
ン
チ
③
は
﹁
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
思

い
を
込
め
て
﹂
の
﹁
完
了
﹂
を
い
う
。
即
ち
、
ブ
ラ
ン
チ
①
と
同
②
・
③
と
を
分
か
つ
も
の
は
﹁
思
い
﹂
の
有
無
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
右
は

１　
（
何
の
思
い
0

0

も
含
ま
ぬ
）﹁
完
了
﹂

２　

思
い
0

0

を
込
め
て
の
﹁
完
了
﹂。
○ⅰ　

人
を
﹁
責
め
る
﹂
思
い

0

0

・
○ⅱ　

自
分
に
﹁
責
任
﹂
が
あ
る
と
の
思
い

0

0

の
如
く
分
類
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
更
に
遡
っ
て
言
え
ば
、︿﹁
思
い
﹂
の
有
無
﹀
に
よ
っ
て
﹁
つ
﹂
の
意
味
を
二
分
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ

り
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
問
題
と
し
て
ブ
ラ
ン
チ
②
・
③
の
例
文
の
説
明
が
こ
と
ご
と
く
否
定
さ
れ
た
こ
と
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

（
一
〇
四
）
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こ
ま
で
来
れ
ば
、
第
五
版
の
﹁
つ
﹂
の
解
説
は
ほ
と
ん
ど
根
柢
か
ら
瓦
解
す
る
。（
た
だ
し
、
ブ
ラ
ン
チ
④
は
第
四
版
と
同
じ
く
﹁（
終
止
形
だ
け
の
用
法
）
対
照

的
な
動
作
を
並
列
的
に
述
べ
る
﹂
例
で
あ
る
か
ら
特
に
問
題
は
な
い
）

 
四

﹃
広
辞
苑
﹄
で
は
﹁
つ
﹂
単
独
の
項
以
外
に
他
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
場
合
の
二
、三
を
見
出
し
と
し
て
立
て
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
次
は

第
五
版
﹁
て
む
﹂
の
ブ
ラ
ン
チ
①
で
あ
る
。

①
結
果
を
推
量
し
、
そ
の
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
強
い
意
志
を
表
す
。
⋮
て
し
ま
お
う
。
⋮
し
よ
う
。

万
二
〇
﹁
夕
霧
に
千
鳥
の
鳴
き
し
佐
保
路
を
ば
荒
ら
し
や
し
て
む
見
る
よ
し
を
な
み
﹂

源
帚
木
﹁
さ
る
か
た
の
い
ふ
か
ひ
な
き
に
て
過
ぐ
し
て
む
と
思
ひ
て
﹂

右
第
一
例
の
﹁
て
む
﹂
が
﹁
強
い
意
志
を
表
す
﹂
も
の
だ
と
し
た
ら
、
歌
意
は
一
体
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
﹁
荒
ら
し
や
し
て
む
﹂
の
﹁
や
﹂
を

如
何
に
説
明
す
る
の
か
。
こ
の
歌
は
智
努
女
王
の
他
界
し
た
後
、
圓
方
女
王
が
悲
し
ん
で
詠
ん
だ
歌
と
い
う
。
次
に
筆
者
の
現
代
語
訳
を
示
す
。                                                                                                  

夕
霧
の
中
で
千
鳥
の
鳴
い
て
い
た
佐
保
の
道
を
こ
れ
か
ら
は
荒
れ
る
に
任
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
見
る
よ
す
が
も
な
く
な
っ
て
。

右
の
如
く
こ
こ
は
先
の
﹁
吾
が
児
飛
ば
し
つ
﹂
等
と
同
様
随
順
表
現
の
例
で
あ
っ
て
、
心
な
ら
ず
も
荒
れ
る
に
任
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
嘆
き
を
詠
ん
だ
と
と

る
以
外
に
は
な
い
。
も
し
﹁
て
む
﹂
の
意
が
右
︿
語
義
﹀
の
如
く
自
己
の
強
い
意
志
を
表
す
も
の
な
ら
ば
、﹁
荒
ら
し
や
し
て
む
﹂
は
、
佐
保
路
は
後
々
荒
廃
す

る
で
あ
ろ
う
が
、
私
は
そ
れ
を
す
っ
か
り
荒
廃
さ
せ
て
し
ま
お
う
、
と
い
う
意
と
な
る
。
か
か
る
解
釈
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
で
は
何

故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

第
四
版
で
は
﹁
て
む
﹂
に
三
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
、そ
の
中
の
ブ
ラ
ン
チ
①
﹁
強
い
意
志
を
表
す
﹂
の
例
と
し
て
右
の
﹃
源
氏
﹄
帚
木
の
一
例
を
挙
げ
、同
②
﹁
確

実
な
推
量
を
表
す
﹂
の
例
と
し
て
問
題
の
﹁
夕
霧
に
﹂
の
一
例
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
五
版
で
は
そ
の
二
ブ
ラ
ン
チ
を
前
掲
ブ
ラ
ン
チ
①
に

一
括
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、﹁
夕
霧
に
﹂
の
歌
の
﹁
荒
ら
し
や
し
て
む
﹂
は
﹁
強
い
意
志
﹂
を
表
す
例
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
安
易
・

適
当
な
措
置
の
結
果
で
あ
っ
て
論
外
に
属
す
る
。

（
一
〇
五
）



169

川上　徳明 

 

五

助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
検
討
に
移
る
。

第
五
版
の
﹁
ぬ
﹂
の
︹
概
説
︺
は
既
に
前
章
﹁
つ
﹂
の
項
の
初
め
に
引
用
済
で
あ
る
が
、そ
の
︹
概
説
︺
の
下
に
四
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
る
。
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語

義
﹀
は①

話
し
手
が
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
動
作
・
作
用
が
自
然
と
推
移
し
、
完
了
す
る
こ
と
を
表
す
。
⋮
し
て
し
ま
う
。
⋮
し
て
し
ま
っ
た
。
⋮
し
た
。

で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
︹
概
説
︺
の
意
（﹁
自
然
的
・
無
作
為
的
﹂
な
成
立
の
意
を
表
す
）
を
承
け
る
。
た
だ
し
、︹
概
説
︺
に
﹁
話
し
手
な
ど
当
事
者

0

0

0

0

0

0

0

0

の
意
図
と
関
わ

ら
ず
﹂
と
し
な
が
ら
、
こ
こ
て
は
﹁
話
し
手

0

0

0

が
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
﹂
と
﹁
話
し
手
﹂
に
限
定
し
て
い
る
が
そ
れ
は
何
故
か
。

次
に
例
文
は
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
①
の
五
例
文
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
次
の

古
今
春
﹁
い
ざ
今
日
は
春
の
山
辺
に
ま
じ
り
な
む
暮
れ
な
ば
な
げ
の
花
の
か
げ
か
は
﹂

に
は
﹁
ぬ
﹂
が
二
例
見
ら
れ
る
が
第
一
例
の
﹁
ぬ
﹂
を
右
ブ
ラ
ン
チ
①
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
か
。
こ
こ
は
第
二
例
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
、
で
は
通
る

ま
い
。
こ
れ
は
直
ち
に
ブ
ラ
ン
チ
①
の
︿
語
義
﹀
と
例
文
と
の
齟
齬
を
意
味
す
る
。

な
お
、
訳
語
例
の
﹁
⋮
し0

て
し
ま
う
。
⋮
し0

て
し
ま
っ
た
。
⋮
し0

た
。﹂
も
︿
語
義
﹀
と
照
応
し
て
い
な
い
。
傍
点
部
﹁
し
﹂
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

次
は
ブ
ラ
ン
チ
②
の
全
文
で
あ
る
。

②
（
文
末
に
用
い
）
そ
う
な
る
こ
と
へ
の
警
戒
を
相
手
に
喚
起
す
る
。
⋮
な
っ
て
し
ま
う
。

伊
勢
﹁
は
や
舟
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
﹂

こ
れ
を
目
に
し
た
時
に
は
ま
さ
に
愕
然
と
し
た
。
余
り
の
こ
と
に
息
を
呑
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
第
五
版
の
︹
概
説
︺
に
よ
れ
ば
、﹁
ぬ
﹂
は
動
作
・
作
用
が
話
し
手
な
ど
当
事
者
の
意
図
と
関
わ
ら
ず
、
自
然
的
・
無
作
為
的
に
成
り
立
っ
た
こ
と

を
表
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
﹁
ぬ
﹂
は
﹁
日
│
暮
る
﹂
と
い
う
事
態
の
自
然
的
な
成
立
・
完
了
を
確
認
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
に
し
て

（
一
〇
六
）
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﹁
警
戒
を
相
手
に
喚
起
す
る
﹂
と
い
っ
た
話
し
手
の
心
的
態
度
を
表
し
得
る
の
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、こ
こ
は
﹁
は
や
舟
に
乗
れ
﹂
と
い
う
命
令
表
現
が
あ
る
こ
と
、

即
ち
文
脈
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
と
し
か
解
し
様
が
な
い
。

し
か
も
、
ブ
ラ
ン
チ
②
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
右
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
類
例
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
唯
一
の
例
を
も
っ
て
、﹁
ぬ
﹂
の
意
味
と
し
て

敢
え
て
一
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
信
じ
難
い
所
行
で
あ
る
。（
氏
は
文
献
⑱
﹃
大
辞
典
﹄
で
も
こ
の
一
例
の
み
に
よ
っ
て
一
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
、

同
趣
旨
の
説
明
を
し
て
い
る
）。

な
お
、
氏
は
次
に
よ
っ
て
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
下
は
文
献
⑮
（
こ
れ
は
﹃
広
辞
苑
﹄
第
五
版
刊
行
の
前
年
の
論
文
）
の

一
節
で
あ
る
。

﹁
は
や
舟
に
乗
れ
。
日
も
暮
れ
ぬ
﹂（
伊
勢
物
語
第
九
段
）
の
例
な
ど
は
終
止
形
で
使
わ
れ
て
は
い
る
が
、
⑴
未
完
了
事
態
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
例
の
、
先
に
示
し
た
（
筆
者
注
│
完
了
の
）
例
と
の
違
い
は
、
⑵
警
告
の
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
⑶
こ
の
種
の
﹁
警
告
・
威
嚇
﹂
と
い
っ
た
意

味
を
含
む
時
、
⑷
未
完
了
事
態
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
意
味
の
生
ず
る
理
由
は
納
得
で
き
る
。（
一
三
頁
）

﹁
ぬ
﹂
は
第
四
版
ブ
ラ
ン
チ
②
に
も
い
う
如
く
﹁
陳
述
を
確
実
に
し
、
強
め
る
﹂
も
の
で
あ
り
、
右
の
未
完
了
事
態
の
場
合
も
確
述
強
調
の
意
の
用
法
と
し
て

な
ん
ら
特
別
の
も
の
で
は
な
い
。
相
手
に
対
し
﹁
警
告
・
威
嚇
﹂
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
全
く
場
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
﹁
意
味
﹂

た
り
得
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
こ
こ
は
﹁
は
や
舟
に
乗
れ
﹂
と
あ
る
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、右
の
傍
線
部﹁
こ
の
種
の﹃
警
告
・
威
嚇
﹄と
い
っ
た
意
味
を
含
む
時
、未
完
了
事
態
の
意
味

0

0

0

0

0

0

0

0

で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
﹂に
つ
い
て
一
言
す
る
。
右
が
、﹁
ぬ
﹂

が
﹁
未
完
了
事
態
の
意
味
で
使
わ
れ
る
﹂
の
は
﹁
こ
の
種
の
﹃
警
告
・
威
嚇
﹄
と
い
っ
た
意
味
を
含
む
時
﹂
に
限
ら
れ
る
の
意
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
当
ら
な

い
。
ま
た
﹁
ぬ
﹂
が
﹁
未
完
了
事
態
の
意
味
で
使
わ
れ
る
﹂
の
は
別
に
終
止
形
に
限
る
こ
と
で
は
な
い
。
前
掲
﹃
古
今
集
﹄
の
例
を
見
よ
。

更
に
、
右
は
次
に
示
す
如
き
循
環
論
法
で
あ
る
。

Ⅰ　

⑴
未
完
了
事
態
│
↓
⑵
﹁
警
告
﹂
の
意
味

Ⅱ　

⑶
﹁
警
告
・
威
嚇
﹂
の
意
味
│
↓
⑷
未
完
了
事
態

先
の
末
文
の
﹁
納
得
﹂
も
無
意
味
な
自
己
陶
酔
の
辞
に
過
ぎ
な
い
。

（
一
〇
七
）
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通
常
、
辞
書
の
記
述
の
立
場
は
通
説
尊
重
を
宗
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
一
般
的
な
辞
書
の
場
合
そ
の
傾
向
は
一
層
著
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
、
こ
こ
に
は
そ
う
し
た
姿
勢
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
氏
が
自
ら
の
見
解
を
確
認
す
べ
く
他
に
類
例
を
求
め
た
形
跡
は
い
さ
さ
か
も
認
め
ら
れ
ず
、
僅
か
に
一
例

に
基
づ
く
無
稽
か
つ
奇
矯
の
見
解
が
最
も
一
般
的
な
辞
書
と
目
さ
れ
る
﹃
広
辞
苑
﹄
に
匆
卒
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
言
葉
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
好

ん
で
異
を
立
て
、
奇
を
衒
う
も
の
と
断
ず
る
を
憚
ら
な
い
。

次
に
、
ブ
ラ
ン
チ
③
に
つ
い
て
述
べ
る
。

③
推
量
の
語
と
共
に
使
わ
れ
、
確
か
に
そ
う
な
る
と
推
量
の
意
を
強
め
る
。
確
か
に
⋮
。
き
っ
と
⋮
。

右
は
第
四
版
の
ブ
ラ
ン
チ
②
に

　

陳
述
を
確
実
に
し
、
強
め
る
。
多
く
下
に
推
量
の
助
動
詞
﹁
べ
し
﹂﹁
ら
む
﹂﹁
む
﹂
を
従
え
て
用
い
る
。
き
っ
と
⋮
だ
（
ろ
う
）。
確
か
に
⋮
す
る
。

と
し
て
萬
葉
・
源
氏
の
四
例
を
挙
げ
て
い
た
も
の
を
、
用
例
は
そ
の
ま
ま
引
き
、︿
語
義
﹀
だ
け
を
変
え
た
も
の
で
あ
る
。
例
の
安
易
な
姿
勢
に
よ
る
が
、
こ
れ

で
果
た
し
て
破
綻
な
き
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
源
氏
の
例
は
次
の
桐
壺
の
巻
の
例
で
あ
る
。

　

は
か
な
き
心
地
に
煩
ひ
て
ま
か
で
な
む0

と
し
給
ふ
を

こ
こ
は
︿
桐
壺
の
更
衣
が
﹁
退
出
し
よ
う

0

0

0

0

0

﹂
と
な
さ
る
﹀
と
い
う
の
で
﹁
確
か
に
⋮
す
る
﹂
に
相
当
す
る
更
衣
の
強
い
意
志
を
表
す
。
こ
の
﹁
む
﹂
は
決
し
て

推
量
で
は
な
い
。
第
四
版
の
︿
語
義
﹀
の
記
述
を
不
用
意
に
書
き
換
え
た
結
果
で
あ
る
。

因
み
に
、
こ
の
ブ
ラ
ン
チ
の
用
例

万
一
二
﹁
よ
そ
に
の
み
見
つ
つ
や
君
を
恋
ひ
わ
た
り
な
む
﹂

の
傍
線
部
は
正
し
く
は
﹁
よ
そ
の
み
に
﹂
と
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
植
は
第
三
版
以
来
で
あ
る
が
、
第
六
版
に
至
っ
て
初
め
て
訂
正
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
後
に
触
れ
る
。

ブ
ラ
ン
チ
④
は
第
四
版
と
同
じ
く
﹁（
終
止
形
だ
け
の
用
法
）
対
照
的
な
動
作
を
並
列
的
に
述
べ
る
﹂
例
で
あ
り
、
特
に
問
題
は
な
い
。

（
一
〇
八
）



166

『広辞苑』の助動詞・助詞一斑

 

六

次
に
﹁
ぬ
﹂
に
推
量
の
助
動
詞
が
下
接
し
た
見
出
し
語
﹁
な
む
﹂
の
項
を
見
る
。

第
四
版
で
は
﹁
な
む
﹂
に
五
ブ
ラ
ン
チ
を
立
て
、
ブ
ラ
ン
チ
①
は
﹁
推
量
﹂、
同
②
は
﹁
決
意
﹂
の
例
で
あ
る
が
、
第
五
版
で
は
こ
の
①
・
②
二
ブ
ラ
ン
チ
を

次
の
一
ブ
ラ
ン
チ
即
ち

①
﹁
ぬ
﹂
の
付
い
た
内
容
が
、
こ
れ
か
ら
先
に
起
っ
た
場
合
を
推
量
0

0

し
て
述
べ
る
。
⋮
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
き
つ
と
⋮
す
る
だ
ろ
う
。

に
一
括
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
﹁
ぬ
（
な
）﹂
の
意
味
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
第
四
版
ブ
ラ
ン
チ
②
の
強
い
﹁
決
意
﹂（
⋮
し
て
し
ま
お
う
。
必
ず
や

⋮
し
よ
う
）
の
解
釈
（
取
意
）
も
採
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
第
四
版
の
用
例
を
引
き
継
い
だ

万
三
﹁
こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
吾
は
な
り
な
む0

﹂（
筆
者
注
、
い
ま
初
句
・
二
句
を
補
う
）

源
桐
壺
﹁
は
か
な
き
心
地
に
患
ひ
て
、
ま
か
で
な
む0

と
し
給
ふ
を
﹂

の
二
例
は
こ
こ
で
は
単
に
推
量
の
例
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
第
一
例
の
﹁
虫
に
鳥
に
も
吾
は
な
り
な
む0

﹂
の
﹁
な
む
﹂
が
強
い
意
志
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は

次
の
如
き
一
首
の
構
成
か
ら
見
て
も
毫
も
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

こ
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
↑
↓
来
む
世
に
は
虫
に
鳥
に
も
吾
は
な
り
な
む0

更
に
﹁
虫
に
・
鳥
に
も
・
吾
は
・
な
り
な
む
﹂
と
い
っ
た
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
調
子
も
そ
の
解
釈
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
例
の
﹁
桐
壺
﹂
の
例
に
つ
い
て

は
既
に
触
れ
た
が
、
同
一
例
が
二
箇
所
に
挙
げ
ら
れ
、
か
つ
異
な
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
は
先
の
﹁
て
む
﹂﹁
ぬ
﹂
の
場
合
と
同
様
の
不
用
意
な
処
理
に
よ
る
誤
り
を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
安
易
さ
は
尋
常
で
は
な
い
。（

一
〇
九
）
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第
　
四
　
章
　『
第
六
版
　
付
録
』
中
の
助
動
詞
の
解
説

 
一

助
動
詞
の
問
題
の
最
後
に
﹃
広
辞
苑　

第
六
版　

付
録
﹄（
別
冊
）
所
収
﹁
日
本
文
法
概
説
﹂
中
の
助
動
詞
の
解
説
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

第
六
版
で
は
第
五
版
ま
で
巻
末
に
あ
っ
た﹁
付
録
﹂部
分
が
別
冊
と
な
っ
た
。
因
み
に
、第
五
版
の﹁
日
本
文
法
概
説
﹂は
ほ
ぼ
第
四
版
の﹁
国
文
法
概
要
﹂を
承
け
、

そ
れ
を
や
や
簡
約
し
た
も
の
で
あ
る（
一
部
後
述
）。
そ
れ
が
第
六
版
に
到
っ
て
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
、第
六
版
の﹁
日
本
文
法
概
説
﹂（
以
下︻
概
説
︼と
略
）

中
の
助
動
詞
の
解
説
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

次
は
第
一
段
落
の
冒
頭
の
一
文
で
あ
る
。

助
動
詞
の
名
称
は
西
欧
語
のproverb
の
訳
語
と
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
不
思
議
な
説
明
と
い
う
他
は
な
い
。
助
動
詞
と
い
う
名
称
が
、
英
文
典
のauxiliary verb

の
訳
語
で
あ
る
こ
と
は
現
在
の
定
説
で
あ
り
、
常

識
で
は
な
い
か
（
例
﹃
国
語
学
大
辞
典
﹄﹁
助
動
詞
﹂
の
項
等
）。
し
か
も
、
氏
自
身
、
文
献
⑱
（﹃
大
辞
典
﹄）
中
の
﹁
助
動
詞
﹂
の
︹
定
義
︺
で

も
と
も
と
、
助
動
詞
の
名
称
が
西
欧
文
典
の
、
英
語
で
い
え
ばauxiliary verb

で
あ
り
、
そ
の
直
訳
語
と
し
て
で
き
、
日
本
語
の
中
に
取
り
入
れ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
⋮
⋮
（
三
五
〇
頁
）

と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
仮
に
右
が
定
説
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
今
詳
説
の
要
を
認
め

な
い
が
勿
論proverb

は
全
く
別
義
の
語
で
あ
る
）。

次
は
右
の
名
称
の
問
題
に
続
く
第
二
段
落
の
全
文
で
あ
る
。

助
動
詞
は
、
ⓐ
常
に
独
立
し
た
概
念
を
持
つ
言
葉
の
後
に
付
き
、
そ
の
言
葉
の
表
す
内
容
を
ⓑ
話
し
手
が
ど
う
と
ら
え
た
か
を
表
す
。
そ
の
た
め
、
助

動
詞
単
独
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
一
一
〇
）
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﹁
れ
る
・
ら
れ
る
﹂
と
い
う
受
身
の
助
動
詞
が
あ
る
。
①
﹁
犬
に
咬
ま
れ
た
﹂
と
い
う
表
現
で
は
﹁
れ
る
﹂
が
受
身
に
な
る
が
、
こ
の
時
、
②
起
こ
っ
た

事
態
は
、﹁
犬
が
話
し
手
（
の
手
か
足
か
）
を
咬
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
、﹁
れ
る
﹂
は
③
話
し
手
の
立
場
か
ら
自
分
が
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

④
犬
の
飼
い
主
の
立
場
か
ら
見
た
ら
、
イ
﹁
犬
が
咬
む
よ
う
な
、
い
た
ず
ら
を
し
た
﹂
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
ロ
﹁
犬
に
咬
ま
せ
た
﹂

か
も
知
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
日
本
語
の
助
動
詞
は
、
ⓒ
話
し
手
の
判
断
し
た
内
容
を
述
べ
て
お
り
、
ⓓ
事
実
を
述
べ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
改
行
・
記
号
・

傍
線
筆
者
）

右
は
受
身
の
助
動
詞
を
例
と
し
て
﹁
日
本
語
の
助
動
詞
﹂
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
殊
更
受
身
の
例
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
何
か
。
受
身
・
自
発
・

可
能
の
﹁
る
・
ら
る
（
れ
る
・
ら
れ
る
）﹂
及
び
使
役
・
尊
敬
の
﹁
す
・
さ
す
・
し
む
（
せ
る
・
さ
せ
る
）﹂
が
他
の
助
動
詞
と
異
な
る
こ
と
は
夙
に
山
田
孝
雄
博

士
・
橋
本
進
吉
博
士
が
指
摘
し
、
更
に
時
枝
誠
記
博
士
が
こ
れ
を
助
動
詞
か
ら
除
外
し
た
こ
と
は
既
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
山
田
博
士
は
複
語
尾
（
ほ
ぼ

一
般
の
﹁
助
動
詞
﹂
に
相
当
す
る
）
を

⑴
属
性
の
作
用
を
助
く
る
複
語
尾

⑵
統
覚
の
運
用
を
助
く
る
複
語
尾

に
区
分
し
、
⑴
に
﹁
る
・
ら
る
・
す
・
さ
す
・
し
む
﹂
を
、
⑵
に
﹁
つ
・
ぬ
・
き
・
け
り
・
め
り
・
べ
し
・
む
・
ま
し
・
ず
・
じ
﹂
等
を
所
属
せ
し
め
た
。
時
枝

博
士
は
⑴
に
属
す
る
語
を
客
体
化
さ
れ
た
概
念
の
表
現
即
ち
﹁
詞
﹂
と
し
て
こ
れ
を
助
動
詞
か
ら
除
外
し
、
⑵
の
言
語
主
体
の
判
断
を
表
現
す
る
も
の
を
助
動
詞

と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、﹃
広
辞
苑
﹄
第
四
版
ま
で
の
﹁
国
文
法
概
要
﹂
で
は
こ
の
二
種
は
﹁
根
本
的
に
性
質
を
異
に
す
る
﹂
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
第
五

版
の
﹁
日
本
文
法
概
説
﹂
で
は
、
単
に
﹁
独
立
す
る
機
能
が
な
く
、
活
用
す
る
﹂
こ
と
を
も
っ
て
他
の
助
動
詞
と
一
括
さ
れ
、
第
六
版
で
は
更
に
進
ん
で
、
右
二

種
の
差
は
全
く
無
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
語
の
形
式
面
を
重
視
し
て
﹁
れ
る
・
ら
れ
る
﹂
を
助
動
詞
と
す
る
に
し
て
も
、
右
は
決
し
て
﹁
日
本
語
の
助
動
詞
﹂

全
般
の
機
能
を
代
表
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
第
一
の
問
題
で
あ
る
。

次
に
先
の
解
説
の
①
～
④
を
見
る
に
、
こ
こ
で
容
認
し
得
る
の
は

①
﹁
犬
に
咬
ま
れ
た
﹂
の
﹁
れ
る
﹂
は
受
身
を
意
味
す
る
。

（
一
一
一
）
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の
み
で
あ
っ
て
、
②
以
下
は
こ
と
ご
と
く
無
用
の
饒
舌
乃
至
謬
言
で
あ
る
。
即
ち
、

②
起
こ
っ
た
事
態
は
、﹁
犬
が
話
し
手

0

0

0

（
の
手
か
足
か
）
を
咬
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
が
、
右
①
の
表
現
は
例
え
ば

子
供
が
犬
に
咬
ま
れ
た
。

隣
人
が
犬
に
咬
ま
れ
た
。

通
行
人
が
犬
に
咬
ま
れ
た
。

等
、
話
し
手
以
外
の
誰
か
が
咬
ま
れ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
即
ち
、
右
は
﹁
咬
ま
れ
た
﹂
の
は
﹁
話
し
手
﹂
で
あ
る
こ
と
を
直
ち
に
限
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

③
話
し
手
の
立
場
か
ら
自
分
が
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

と
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
（
氏
は
無
限
定
に
右
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
）。

更
に
問
題
な
の
は

④
犬
の
飼
い
主
の
立
場
か
ら
見
た
ら
、
⋮
⋮
。

で
あ
る
。
何
故
こ
こ
に
別
の
立
場
か
ら
の
表
現
を
持
ち
込
む
必
要
が
あ
る
の
か
。
ま
こ
と
に
不
可
解
と
し
か
言
い
様
が
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
例
と
し
て
イ
・
ロ

の
二
つ
を
挙
げ
る
が
、
イ
は
、︿
犬
が
咬
む
よ
う
な
、
い
た
ず
ら
を
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
咬
ん
だ
の
で
は
な
い
、
従
っ
て
、
①
の
﹁
犬
に
咬
ま
れ
た
﹂
と
い
う

言
い
方
は
事
実
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

﹀
と
で
も
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
（
尤
も
こ
れ
は
直
ち
に
②
の
﹁
起
こ
っ
た
事
態
は
⋮
⋮
﹂
の
説
明
と
矛
盾
す
る
が
）。
次
に
ロ
﹁﹃
犬
に

咬
ま
せ
た
﹄
か
も
知
れ
な
い
﹂
の
場
合
は
犬
の
飼
い
主
で
あ
る
話
し
手
が
﹁
使
役
﹂
の
表
現
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
①
の
﹁
受
身
﹂
の
表
現
と
は
全
然

別
個
の
問
題
で
あ
る
。
右
で
一
つ
の
事
態
（
事
実
）
を
︿
受
身
文
﹀
で
表
現
し
た
り
︿
使
役
文
﹀
で
表
現
し
た
り
す
る
の
は
﹁
立
場
﹂
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
個
々
の
助
動
詞
の
問
題
で
は
な
い
。

末
尾
の
﹁
つ
ま
り
﹂
以
下
の
一
行
が
こ
の
段
落
の
結
論
で
あ
る
が
、
次
に
そ
れ
を
分
析
的
に
示
す
。

日
本
語
の
助
動
詞
は
、

（
一
一
二
）
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ⓒ
話
し
手
の
判
断
し
た
内
容
0

0

を
述
べ
て
お
り
、

ⓓ
事
実
0

0

を
述
べ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

先
ず
右
ⓒ
の
意
味
を
﹁
内
容
﹂
を
中
心
と
し
て
確
認
す
る
。
前
掲
第
二
段
落
の
冒
頭

助
動
詞
は
ⓐ
﹁
独
立
し
た
概
念
を
持
つ
言
葉
の
⋮
⋮
表
す
内
容
0

0

を
﹂
ⓑ
﹁
話
し
手
が
ど
う
と
ら
え
た
か
を
表
す
﹂

及
び
後
掲
最
終
段
落
の
結
論

助
動
詞
は
ⓐ
話
し
手
の
事0

に
対
す
る
ⓑ
判
断
0

0

で
あ
る
。

に
お
け
る
二
つ
の
ⓐ
（﹁
内
容
﹂・﹁
事
﹂）
は
概
念
内
容
即
ち
客
体
的
な
事
実
を
言
い
、
同
じ
く
ⓑ
は
そ
れ
に
対
す
る
話
し
手
の
主
体
的
な
判
断
を
言
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば

⑴　

雨
降
ら
む
。

⑵　

雨
降
ら
ず
。

に
お
い
て
、
⑴
の
﹁
む
﹂
は
話
し
手
の
推
量
判
断
を
表
し
、
⑵
の
﹁
ず
﹂
は
話
し
手
の
否
定
判
断
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

話
し
手
の
推
量
判
断
し
た
内
容
0

0

を
述
べ
る
。

話
し
手
の
否
定
判
断
し
た
内
容
0

0

を
述
べ
る
。

と
は
一
般
に
言
わ
な
い
。
要
す
る
に
、
ⓒ
は
、
判
断
の
対
象
で
あ
る
概
念
内
容
と
主
体
の
判
断
と
が
識
別
さ
れ
ず
、
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

右
は
助
動
詞
の
意
味
を
言
う
も
の
で
は
な
く
、助
動
詞
を
含
め
た
一
文
の
意
味
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、氏
が
、前
掲﹁
属
性
の
作
用
﹂即
ち﹁
事
柄
の
表
現
﹂

に
関
わ
る
﹁
受
身
﹂﹁
使
役
﹂
の
助
動
詞
を
例
に
﹁
日
本
語
の
助
動
詞
﹂
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
次
の

日
本
語
の
助
動
詞
は
⋮
⋮
ⓓ
事
実
0

0

を
述
べ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

と
い
う
更
な
る
謬
言
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、﹁
日
本
語
の
助
動
詞
﹂
に
は
﹁
事
実
﹂
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
﹁
非
事
実
﹂
を
述
べ

て
い
る
も
の
と
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
後
者
は
話
し
手
が
助
動
詞
を
操
っ
て
虚
言
を
弄
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
。﹁
日
本
語
の
助
動
詞
﹂

に
対
す
る
時
、
聞
き
手
は
そ
の
虚
実
に
つ
い
て
一
々
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
見
解
と
い
う
他
は
な
い
。

（
一
一
三
）
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以
上
を
も
と
に
、
先
の
﹁
れ
る
・
ら
れ
る
﹂
以
下
の
解
説
は
削
除
す
べ
き
も
の
と
結
論
す
る
。

次
は
右
に
直
接
す
る
第
三
段
落
の
記
述
で
、﹁
た
﹂
を
問
題
と
し
て
い
る
。

Ａ
﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
は
正
し
い
文
で
あ
る
。
Ｂ
﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
る
﹂
は
多
く
の
場
合
、
誤
っ
た
文
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
れ
ば
、
①
後

者
の
文
が
﹁
来
た
﹂
と
な
ら
ず
、﹁
昨
日
﹂
の
概
念
と
矛
盾
す
る
、
つ
ま
り
、﹁
昨
日
﹂
の
事
を
い
う
な
ら
ば
、﹁
た
﹂
と
い
う
過
去
の
助
動
詞
を
使
わ
な
い

と
い
け
な
い
と
い
う
一
般
的
な
回
答
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
②
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
こ
こ
で
、
Ｃ
﹁
明
日
、
こ
こ
へ
来
た
人
に
は
⋮
﹂
と

い
う
文
で
あ
れ
ば
、
③
未
来
（
明
日
）
の
事
に
﹁
た
﹂
と
い
う
助
動
詞
を
使
い
つ
つ
、
日
本
語
と
し
て
正
し
い
。
そ
の
矛
盾
の
生
じ
た
理
由
は
、﹁
た
﹂
を

過
去
の
助
動
詞
と
し
た
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
、
④
実
際
は
﹁
た
﹂
は
事
実
確
認
を
表
す
語
で
﹁
時
﹂
と
関
係
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
が
、
Ａ
﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
が
過
去
の
文
と
し
て
成
り
立
つ
の
は
、
⑤
こ
の
文
の
話
し
手
の
立
つ
場
が
、﹁
今
﹂
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
⑥
勿
論
、

﹁
今
﹂
で
な
く
、﹁
過
去
﹂
で
も
﹁
未
来
﹂
で
も
よ
い
。
し
か
し
、
常
識
の
中
で
い
え
ば
、
何
も
限
定
し
な
け
れ
ば
、﹁
今
﹂
が
基
準
の
場
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
⑦
﹁
今
﹂
の
場
で
、﹁
来
た
﹂
と
﹁
来
る
﹂
事
実
を
確
認
す
る
、
そ
の
場
合
、
過
去
の
事
に
な
る
の
は
容
易
な
判
断
で
あ
ろ
う
。
⑧
助
動
詞
は
そ

う
い
う
働
き
を
す
る
。（
段
落
・
記
号
・
傍
線
筆
者
） 

先
ず
、
前
半
を
見
る
。
Ａ
の
﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
が
正
し
い
文
で
、
Ｂ
の
﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
る
﹂
が
誤
っ
た
文
と
さ
れ
る
の
は
、﹁
た
﹂
と
い
う
過
去

の
助
動
詞
の
有
無
に
よ
る
の
で
は
な
い
、
と
し
、
Ｃ
の
﹁
明
日
、
こ
こ
へ
来
た
人
に
は
⋮
﹂
が
正
し
い
理
由
は
、
④
﹁
た
﹂
は
事
実
確
認
を
表
す
語
で
﹁
時
﹂
と

関
係
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
だ
と
す
る
。

で
は
、
Ｂ
文
が
誤
り
で
あ
る
理
由
は
何
か
。
右
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
も
説
明
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
文
は
﹁
事
実
確
認
﹂
の
﹁
た
﹂
を
欠
く
が
故
に
誤
っ
た

文
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
の
﹁
一
般
的
な
回
答
﹂

│
こ
れ
は
大
多
数
の
日
本
人
の
正
当
な
意
識
の
現
れ
を
意
味
す
る

│
を

否
定
す
る
な
ど
、
到
底
何
人
の
容
認
も
得
ら
れ
ま
い
。
因
み
に
、
次
は
文
献
⑱
（
大
辞
典
）﹁
た
﹂
の
項
の
補
説 

②
（
過
去
の
事
態
の
表
現
）
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。

口
頭
語
で
は
﹁
昨
日
、雨
が
降
っ
た
﹂
の
よ
う
に
い
い
、こ
れ
を
﹁
昨
日
、雨
が
降
る
﹂
の
よ
う
に
﹁
た
﹂
を
付
け
な
い
言
い
方
は
正
し
く
な
い
。﹁
昨
日
﹂

と
﹁
降
る
﹂
の
内
容
が
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。（
四
二
四
頁
。
傍
線
筆
者
）

（
一
一
四
）
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右
傍
線
部
は
ま
さ
に
先
の
﹁
一
般
的
な
回
答
﹂
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。︻
概
説
︼
は
こ
れ
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
信
じ
難
い

こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
右
と
は
別
に
、
例
え
ば
﹁
明
日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
の
文
の
場
合
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
理
由
は
何
か
。
こ
の
場
合
は
﹁
た
﹂（
過
去
の
助
動
詞
）
と
﹁
明

日
﹂
と
の
概
念
が
矛
盾
す
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
。﹁
た
﹂
の
意
味
を
﹁
事
実
確
認
﹂
の
み
で
説
明
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
三
段
落
の
検
討
に
戻
る
。
後
半
部
で
、
Ａ
の
文
が
﹁﹃
過
去
﹄
の
文
と
し
て
成
り
立
つ
﹂
の
は
⑤
﹁
こ
の
文
の
話
し
手
の
立
つ
場
﹂
が
、﹁
今
﹂
だ
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。
し
か
る
に
、
続
い
て

⑥
勿
論
0

0

、﹁
今
﹂
で
な
く
、﹁
過
去
﹂
で
も
﹁
未
来
﹂
で
も
よ
い
。

と
あ
る
の
は
何
事
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
⑤
を
自
ら
否
定
し
、
か
つ
そ
の
無
意
味
な
る
を
言
う
も
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
ま
と
も
な
検
討
の
対
象
で
は
な
い
が
、

こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

こ
こ
は
﹁
昨
日
0

0

、こ
こ
へ
来
た
﹂
と
い
う
文
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
時
﹂
の
捉
え
方
は
、﹁
昨
日
（
過
去
）﹂・﹁
今
日
（
現
在
）﹂・﹁
明
日
（
未
来
）﹂

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂
が
仮
に
﹁
過
去
﹂
即
ち
﹁
昨
日
﹂
だ
と
す
れ
ば
、﹁
昨
日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
と
い
う
表
現
は
現
在
の
発

話
の
時
点
か
ら
は︿
一
昨
日

0

0

0

、こ
こ
へ
来
た
﹀事
実
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
に
、﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂が
仮
に﹁
未
来
﹂即
ち﹁
明
日
﹂だ
と
す
れ
ば
、﹁
昨

日
、
こ
こ
へ
来
た
﹂
と
い
う
表
現
は
現
在
の
発
話
の
時
点
か
ら
は
︿
今
日
0

0

、
こ
こ
へ
来
た
﹀
事
実
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
も
に
、
絶
対
に
あ
り
得
な
い

こ
と
で
あ
っ
て
、
⑥
は
出
任
せ
も
甚
だ
し
い
。

要
す
る
に
、﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂
は
常
に
﹁
今
﹂
に
限
ら
れ
る
。
即
ち
、
記
述
内
容
の
﹁
過
去
﹂﹁
現
在
﹂﹁
未
来
﹂
の
別
を
問
わ
ず
、﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂

が
﹁
今
（
現
在
）﹂
を
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
所
謂
﹁
時
の
三
別
﹂
で
あ
る
﹁
過
去
﹂（
例
﹁
け
む
﹂）﹁
現
在
﹂（
例
﹁
ら
む
﹂）﹁
未
来
﹂（
例
﹁
む
﹂）
は
﹁
現

在
﹂
を
基
準
と
し
て
の
み
成
り
立
つ
。

末
尾
⑧
の
﹁
助
動
詞
は
そ
う
い
う
働
き
を
す
る
﹂
は
﹁
助
動
詞
﹃
た
﹄
は
そ
う
い
う
働
き
を
す
る
﹂
と
あ
る
べ
き
こ
と
、
論
を
俟
た
な
い
。

次
が
最
終
の
第
四
段
落
で
あ
る
。

（
一
一
五
）
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助
動
詞
は
ⓐ
話
し
手
の
事
に
対
す
る
ⓑ
判
断
で
あ
る
。
古
語
の
場
合
な
ど
殊
に
厄
介
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。﹁
き
﹂﹁
け
り
﹂
や
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
時
、

平
安
時
代
の
人
は
ど
う
使
い
分
け
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
は
口
語
の
﹁
た
﹂
を
基
調
と
し
た
理
解
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
最
近
、
そ
の
解
明
が
進
ん
で
い
る
。

（
傍
点
線
筆
者
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
言
う
べ
き
言
葉
を
知
ら
な
い
。

以
上
、︻
概
説
︼中
の﹁
助
動
詞
﹂の
項
を
検
討
し
て
来
た
。
結
果
的
に
そ
の
全
段
落
に
及
ん
だ
が
、第
一
・
二
・
三
段
落
の
内
容
は
到
底
容
認
し
難
い
も
の
で
あ
り
、

第
四
段
落
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
と
言
う
べ
く
、
右
が
日
本
語
助
動
詞
の
﹁
概
説
﹂
た
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 

二

な
お
、
念
の
為
次
に
﹃
広
辞
苑
﹄
第
六
版
本
文
の
﹁
助
動
詞
﹂
の
項
を
見
る
。

品
詞
の
一
つ
。
①
動
詞
と
と
も
に
用
い
て
②
時
制
・
相
・
法
・
態
な
ど
の
文
法
的
機
能
を
表
す
語
。
日
本
語
の
助
動
詞
は
活
用
し
、
③
動
詞
の
後
ろ
に

付
加
す
る
。﹁
昔
、
男
あ
り
け
り
﹂﹁
花
散
り
き
﹂﹁
も
う
終
わ
っ
た
﹂﹁
知
ら
な
い
﹂
の
、﹁
け
り
﹂﹁
き
﹂﹁
た
﹂﹁
な
い
﹂
の
類
。（
記
号
・
傍
線
筆
者
）

一
瞥
、啞
然
と
し
た
。
右
②
の﹁
時
制
﹂以
下
の
語
は
い
ず
れ
も
英
語
文
法
学
に
お
け
る
文
法
範
疇
を
示
す
語（﹁tense

﹂﹁aspect

﹂等
）の
直
訳
語
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
動
詞
の
言
語
形
式
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
も
の
を
言
う
語
で
あ
っ
て
、
日
本
語
の
助
動
詞
の
機
能
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
何
故
に
か

か
る
日
本
語
の
実
際
と
乖
離
し
、
か
つ
時
代
が
か
っ
た
直
訳
語
を
も
っ
て
説
明
す
る
の
か
。
氏
の
﹁
日
本
語
を
日
本
語
に
即
し
た
考
え
方
で
捉
え
る
﹂（
文
献
⑰

二
八
〇
頁
。﹁
つ
﹂
の
項
で
詳
細
既
述
）
と
い
う
金
科
玉
条
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。

し
か
も
、②
は
前
掲
︻
概
説
︼
の
説
明
と
は
完
全
に
別
物
で
あ
り
、こ
こ
に
は
︻
概
説
︼
で
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
た
﹁
話
し
手
の
判
断
﹂
云
々
は
全
然
見
ら
れ
な
い
。

何
故
、
か
く
も
区
々
と
し
て
紛
雑
し
た
説
明
に
な
る
の
か
。
な
お
ま
た
、
①
﹁
動
詞
と
と
も
に
用
い
﹂、
③
﹁
動
詞
の
後
ろ
に
付
加
す
る
﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
で

は
助
動
詞
は
動
詞
に
し
か
接
続
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
説
明
の
粗
笨
な
る
を
示
す
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

以
上
、﹃
広
辞
苑
﹄
第
六
版
の
助
動
詞
説
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
た
。

（
一
一
六
）
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三

さ
て
、
先
の
︻
概
説
︼
第
三
段
落
の
﹁
た
﹂
と
の
関
連
で
最
後
に
﹃
広
辞
苑
﹄
本
文
の
﹁
た
﹂
の
項
を
一
瞥
す
る
。

①
文
末
に
使
う
と
、
基
準
と
な
る
時
点
が
今
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

㋐
過
去
の
事
を
示
す
。﹁
昨
日
、
山
に
登
っ
た
﹂

㋑
動
作
の
完
了
を
表
す
。﹁
今
着
い
た
﹂

㋒
動
作
の
実
現
を
促
す
意
を
表
す
。﹁
ち
ょ
っ
と
待
っ
た
﹂﹁
ど
い
た
、
ど
い
た
﹂

②
文
中
に
使
い
、
そ
こ
で
基
準
と
し
た
時
点
ま
で
に
起
こ
る
こ
と
を
示
す
。
未
来
の
事
態
に
も
使
わ
れ
る
。

㋐
過
去
の
事
を
示
す
。﹁
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
の
で
開
会
式
は
延
期
﹂

㋑
動
作
の
完
了
を
示
す
。﹁
仕
事
が
済
ん
だ
ら
出
か
け
よ
う
﹂

㋒
（
後
ろ
に
体
言
を
伴
い
）
す
で
に
あ
っ
た
結
果
が
今
も
あ
る
こ
と
を
示
す
（
存
続
・
存
在
）。﹁
壁
に
掛
け
た
絵
﹂﹁
さ
び
た
刀
﹂

（︹
概
説
︺
及
び
例
文
の
一
部
省
略
。
傍
線
筆
者
）

右
に
は
第
六
版
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
は
第
五
版
の
記
述
に
等
し
い
（
送
り
仮
名
の
小
異
を
除
く
）。
更
に
遡
っ
て
見
る
に
、﹁
た
﹂
の
意
味
を
右
の
如
く
文
末
・

文
中
に
よ
っ
て
二
ブ
ラ
ン
チ
と
す
る
の
は
第
四
版
以
来
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
第
三
版
ま
で
に
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
四
版
で
は
単

に

①
文
末
に
あ
る
場
合
。

②
文
中
に
あ
る
場
合
。

と
し
て
い
た
も
の
を
第
五
版
以
来
前
掲
の
如
く
﹁
基
準
﹂
の
﹁
時
点
﹂
を
説
明
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
の
、
こ
の
両
ブ
ラ
ン
チ
の
内
容
は
ま
こ
と
に
理
解
し
難
い
。
筆
者
は
初
め
右
の
﹁
基
準
﹂
の
﹁
時
点
﹂
を
﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂
即
ち
﹁
現

在
﹂
を
指
す
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
︻
概
説
︼
第
三
段
落
の
言
に
も
よ
る
が
、
更
に
次
の
如
き
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
。

（
一
一
七
）
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例
え
ば
、﹁
見
た
﹂
と
い
っ
た
と
き
、﹁
た
﹂
と
判
断
し
た
基
準
の
時
間
は
話
し
手
の
い
る
﹁
今
﹂
で
あ
る
。
だ
か
ら
、﹁
今
﹂
を
基
準
に
し
て
そ
れ
ま
で
に
﹁
見

る
﹂
こ
と
が
あ
っ
た
と
確
認
す
る
の
が
﹁
た
﹂
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
﹁
見
た
﹂
は
過
去
の
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。（
文
献
⑱
四
二
三
頁
。
傍
線
筆
者
）

右
は
﹃
大
辞
典
﹄
の
﹁
た
﹂
の
意
味
の
項
で
﹁
文
末
で
過
去
に
な
る
と
い
う
機
能
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
氏
の
言
う
①
﹁
基
準

と
な
る
時
点
﹂、②
﹁
基
準
と
し
た
時
点
﹂
と
は
﹁
話
し
手
の
立
つ
場
﹂
即
ち
﹁
現
在
﹂
を
指
す
も
の
と
筆
者
が
解
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

な
お
、﹁
時
の
三
別
﹂
が
常
に
﹁
現
在
﹂
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ブ
ラ
ン
チ
②
は
そ
れ
で
は
解
し
得
な
い
。
ブ
ラ
ン
チ
②
の
﹁
基
準
﹂
の
﹁
時
点
﹂
は
ブ
ラ
ン
チ
①
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
い
ま
一
度
分
析
的

に
引
用
す
る
。

②
イ
文
中
に
使
い
、
ロ
そ
こ
で
基
準
と
し
た
時
点
ま
で
に

0

0

0

ハ
起
こ
る
こ
と
を
示
す
。
ニ
未
来
の
事
態
に
も
使
わ
れ
る
。

ロ
の
﹁
そ
こ
﹂
が
イ
の
﹁
文
中
﹂
を
指
す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
従
っ
て
、
ロ
は
﹁
文
中
で
基
準
と
し
た
時
点
﹂
換
言
す
れ
ば
、
話
題
の
時
点
即
ち
話
題
が
い
つ
0

0

の
事
か

0

0

0

を
基
準
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
掲
各
例
文
に
お
け
る
﹁
基
準
﹂
は
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

 

　
︿　

例　
　

文　

﹀　　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
︿
基
準
の
時
点
﹀

Ⅰ
㋐
﹁
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
の
で
開
会
式
は
延
期
﹂
⋮
⋮
﹁
昨
日
﹂
＝
過
去

　

㋑
﹁
仕
事
が
済
ん
だ
ら
出
か
け
よ
う
﹂
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁
後
刻
﹂
＝
未
来

　

㋒
﹁
壁
に
掛
け
た
絵
﹂　
﹁
さ
び
た
刀
﹂
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
﹁ 
今 

﹂
＝
現
在

こ
れ
に
基
づ
い
て
先
の
︿
語
義
﹀
を
具
体
化
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ⅱ
㋐
﹁
基
準
と
し
た
（
過
去
の
）
時
点
ま
で
に

0

0

0

起
こ
る
こ
と
を
示
す
﹂

　

㋑
﹁
基
準
と
し
た
（
未
来
の
）
時
点
ま
で
に

0

0

0

起
こ
る
こ
と
を
示
す
﹂

　

㋒
﹁
基
準
と
し
た
（
現
在
の
）
時
点
ま
で
に

0

0

0

起
こ
る
こ
と
を
示
す
﹂

﹁
ま
で
に
﹂
は
事
態
実
現
の
期
限
0

0

及
び
範
囲
0

0

を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
含
め
右
Ⅰ
・
Ⅱ
に
よ
っ
て
、
以
下
、
各
例
文
を
見
て
ゆ
く
。

例
文
㋐
の
﹁
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
⋮
⋮
﹂
は
﹁︿
昨
日
ま
で
に

0

0

0

雪
が
降
る
﹀
こ
と
﹂
即
ち
降
雪
の
期
限
が
﹁
昨
日
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
、
こ
れ
は

（
一
一
八
）
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必
ず
し
も
﹁
昨
日
﹂
の
降
雪
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。﹁
一
昨
日
﹂
ま
た
は
そ
れ
以
前
の
降
雪
の
事
実
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
点
は
﹁
未
来
﹂﹁
現
在
﹂
の
場

合
も
同
様
で
あ
っ
て
、例
え
ば
、﹁
明
日
、雪
が
降
っ
た
ら
⋮
⋮
﹂
は
﹁︿
明
日
ま
で
に

0

0

0

雪
が
降
る
﹀
こ
と
﹂
即
ち
降
雪
の
期
限
が
﹁
明
日
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ

て
、
こ
れ
も
﹁
明
日
﹂
の
降
雪
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、﹁
今
日
﹂
の
降
雪
の
事
実
を
意
味
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
ま
た
、﹁
今
日
は
雪
が
降
っ
た
﹂
も
同

様
で
あ
る
が
煩
を
避
け
省
略
す
る
。

次
に
㋑
の
﹁
仕
事
が
済
ん
だ
ら
⋮
⋮
﹂
に
つ
い
て
見
る
に
、こ
こ
で
﹁
基
準
﹂
と
な
る
﹁
時
点
﹂
は
﹁
仕
事
が
済
む
﹂
時
点
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、﹁
た
﹂
は
﹁︿
そ

の
﹀
時
点
ま
で
に

0

0

0

起
こ
る
こ
と
を
示
す
﹂
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
は
﹁
仕
事
が
済
む
﹂
前
に
﹁
仕
事
が
済
む
﹂
事
態
が
﹁
起
こ
る
﹂
こ
と
を
表
す
こ
と
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

次
の
㋒
は
﹁
す
で
に
あ
っ
た
結
果
が
今
も
あ
る
﹂
即
ち
既
に
﹁
起
き
た
﹂
事
実
・
状
態
が
今
も
﹁
存
続
・
存
在
﹂
す
る
（﹁
て
あ
る
・
て
い
る
﹂）
こ
と
を
示
す

例
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
如
何
に
し
て
②
﹁
基
準
と
し
た
（
現
在
の
）
時
点
ま
で
に

0

0

0

起
こ
る
﹂
例
た
り
得
る
の
か
。

以
上
、
ブ
ラ
ン
チ
②
の
規
定
が
如
何
に
現
実
性
を
欠
く
不
条
理
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
白
に
知
ら
れ
よ
う
と
思
う
。

し
か
も
、
問
題
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
ブ
ラ
ン
チ
①
・
同
②
、
即
ち
﹁
文
末
﹂・﹁
文
中
﹂
の
㋐
は
と
も
に
﹁
過
去
の
事
を
示
す
﹂
と
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、

⑴
昨
日
、
山
に
登
っ
た
。

⑵
昨
日
、
山
に
登
っ
た
の
で
0

0

今
日
は
ま
だ
疲
れ
が
抜
け
な
い
。

の
二
つ
の
﹁
た
﹂
に
は
勿
論
全
く
な
ん
の
相
違
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
右
⑵
を
次
の
如
く
換
言
し
て
み
れ
ば
一
層
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

⑶
昨
日
、
山
に
登
っ
た
。
そ
れ
で

0

0

0

今
日
は
ま
だ
疲
れ
が
抜
け
な
い
。

次
も
同
様
で
あ
る
。

⑴
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
。

⑵
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
の
で
0

0

開
会
式
は
延
期
。

⑶
昨
日
は
雪
が
降
っ
た
。
そ
れ
で

0

0

0

開
会
式
は
延
期
。

﹁
た
﹂
は
文
末
・
文
中
の
い
ず
れ
の
場
合
も
﹁
過
去
﹂
の
用
法
を
持
ち
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
﹁
基
準
と
な
る
時
点
﹂
が
と
も
に
﹁
今
（
現
在
）﹂
で
あ
る
こ
と
言

（
一
一
九
）
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う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
、﹁
過
去
の
事
を
示
す
﹂
例
を
二
ブ
ラ
ン
チ
に
分
か
つ
意
味
は
全
然
な
い
。
ま
た
同
じ
く
、
㋑
﹁
動
作
の
完
了
﹂
の
例
を
両
ブ
ラ
ン
チ

に
挙
げ
て
い
る
が
こ
れ
も
﹁
完
了
﹂
と
し
て
一
括
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
﹁
た
﹂
の
意
味
を
文
末
・
文
中
に
よ
っ
て
二
分
す
る
こ
と
の
非
が
露
呈
し
た

も
の
で
あ
る
。

更
に
ブ
ラ
ン
チ
①
を
単
独
で
見
て
も
、次
の
問
題
が
あ
る
。
即
ち
、︿
語
義
﹀
で
﹁
文
末
に
使
う
と
⋮
⋮
そ
れ
が
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
す
﹂
と
し
な
が
ら
、

そ
の
下
位
分
類
の
㋒
で

動
作
の
実
現
を
促
す
意
を
表
す
。﹁
ち
ょ
っ
と
待
っ
た
﹂﹁
ど
い
た
、
ど
い
た
﹂

と
す
る
が
、﹁
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
﹂
を
﹁
促
す
﹂
こ
と
は
な
い
。

如
上
の
検
討
を
も
と
に
第
六
版
（
第
五
版
）
の
﹁
た
﹂
の
説
明
に
つ
き
結
論
す
る
。
一
言
に
し
て
こ
れ
を
覆
え
ば
こ
と
ご
と
く
無
稽
の
妄
説
、
ほ
と
ん
ど
ま
と
0

0

も
な
0

0

思
考
の
所
産
と
は
思
わ
れ
な
い
。
全
面
的
に
書
き
改
め
る
他
は
な
か
ろ
う
。

以
上
で
助
動
詞
に
関
す
る
検
討
を
終
え
、
次
は
助
詞
の
問
題
に
移
る
。

《
文
献
一
覧
》

①
一
九
七
一
・
三 

﹁
中
世
語
に
お
け
る
時
の
助
動
詞
に
対
す
る
意
識
﹂
他
（
国
文
白
百
合
、﹃
中
世
国
語
に
お
け
る
文
語
の
研
究
﹄
所
収
）

②
一
九
七
二
・
一
二 

﹁
過
去
の
助
動
詞
﹂（﹃
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
８
助
動
詞
２
﹄
明
治
書
院
）

③
一
九
七
七
・
二 

﹁
助
動
詞
（
２
）﹂（﹃
岩
波
講
座  

日
本
語
７  

文
法
Ⅱ
﹄
岩
波
書
店
）

④
一
九
八
七
・
一
〇 

﹁
主
格
助
詞
﹃
が
﹄﹃
の
﹄﹂（
国
語
展
望
七
七
。
尚
学
図
書
）

⑤
一
九
八
八
・
二 

﹁
時
の
表
し
方
﹂（
同
七
八
。
同
）

（
一
二
〇
）
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⑥
一
九
八
八
・
四 

﹃
国
文
法
講
座
別
巻　

学
校
文
法
﹄（
明
治
書
院
）

⑦
一
九
八
九
・
三 

﹃
国
語
の
論
理
﹄
│
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
│
（
東
京
大
学
出
版
会
）

⑧
一
九
九
一
・
一
〇 

﹁
時
の
助
動
詞
│
﹃
き
﹄
の
意
味
﹂（
国
語
展
望
八
九
。
尚
学
図
書
）

⑨
一
九
九
二
・
五 

﹁
時
の
助
動
詞
│
﹃
け
り
﹄
の
意
味
﹂（
同
九
〇
。
同
）

⑩
一
九
九
二
・
一
一 
﹁
助
動
詞
﹃
け
り
﹄
の
解
釈
│
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂（ ﹃
万
葉
集
﹄
三
一
八
）
を
め
ぐ
っ
て
│
（
同
九
一
。
同
）

⑪
一
九
九
三
・
三 
﹁
助
詞
の
機
能
│
﹃
が
﹄
を
め
ぐ
っ
て
│
﹂（
國
語
と
國
文
學
）

⑫
一
九
九
五
・
一
一 

﹁
中
世
語
に
お
け
る
助
動
詞
の
意
味
﹂（
國
語
と
國
文
學
）

⑬
一
九
九
六
・
一 

﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
解
釈
と
助
動
詞
﹂（
國
語
と
國
文
學
）

⑭
一
九
九
六
・
一
一 

﹁
古
典
解
釈
と
文
法
﹂（
國
語
と
國
文
學
）

⑮
一
九
九
七
・
三 

﹁
古
代
日
本
語
に
於
け
る
時
間
の
意
味
﹂（
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
）

⑯
一
九
九
九
・
九 

﹁
源
氏
物
語
の
文
体
﹂（﹃
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
四
巻
﹄
風
間
書
房
）　

⑰
二
〇
〇
〇
・
九 

﹃
日
本
語
を
考
え
る
﹄
│
移
り
か
わ
る
言
葉
の
機
構
│
（
東
京
大
学
出
版
会
）

⑱
二
〇
〇
一
・
三 

﹃
日
本
語
文
法
大
辞
典
﹄（
明
治
書
院
）

⑲
二
〇
〇
三
・
三 

﹁
格
助
詞
﹃
が
﹄
の
解
釈
﹂（
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
）

⑳
二
〇
〇
四
・
二 

﹃
日
本
語
の
論
理
﹄
│
言
葉
に
現
れ
る
思
想
│
（
大
修
館
書
店
）

㉑
二
〇
〇
四
・
三 

﹁
助
動
詞
﹃
け
り
﹄
の
表
現
と
解
釈
﹂（
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
）

㉒
二
〇
〇
五
・
一
二 

﹁
日
本
語
の
主
語
の
論
理
﹂（
月
刊
言
語
・
特
集
﹁
日
本
人
と
日
本
語
﹂）

（
一
二
一
）
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《
拙
稿
一
覧
》

①
一
九
八
九
・
七 

﹁﹃
今
は
た
だ
思
ひ
絶
え
な
む
﹄
の
歌
の
解
（
上
）
│
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
意
味
を
中
心
に
│
（﹁
解
釈
﹂
四
一
二
集
）

②
一
九
九
〇
・
七 

﹁﹃
今
は
た
だ
思
ひ
絶
え
な
む
﹄
の
歌
の
解
（
下
）
│
助
動
詞
﹁
ぬ
﹂
の
意
味
を
中
心
に
│
（
同
四
二
四
集
）

③
一
九
九
〇
・
一
〇 
﹁﹃
国
文
法
講
座
別
刊
﹄
疑
義
一
束
﹂（
札
幌
大
学
高
橋
研
究
室
﹁
史
料
と
研
究
﹂
第
二
一
号
）

④
二
〇
〇
八
・
三 
﹁
山
口
明
穂
氏
の
所
謂
﹃
時
の
助
動
詞
﹄
の
説
を
た
だ
す　

上
﹂（
札
幌
大
学
総
合
論
叢
第
二
五
号
）

⑤
二
〇
〇
八
・
一
〇 

﹁
山
口
明
穂
氏
の
所
謂
﹃
時
の
助
動
詞
﹄
の
説
を
た
だ
す　

中
﹂（
同
第
二
六
号
）

⑥
二
〇
〇
九
・
三 

﹁
山
口
明
穂
氏
の
所
謂
﹃
時
の
助
動
詞
﹄
の
説
を
た
だ
す　

下
﹂（
同
第
二
七
号
）

⑦
二
〇
一
一
・
三 

﹁
山
口
明
穂
氏
の
助
動
詞
﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄
の
説
を
た
だ
す
﹂（
同
第
三
一
号
）

︻
補
注
１
︼

氏
は
自
ら
の
解
釈
を
山
田
説
に
従
っ
た
も
の
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
見
る
よ
う
に
そ
れ
は
山
田
説
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
次
に
山
田
説

（﹁
現
に
見
る
事
に
基
づ
き
て
回
想
す
る
意
を
あ
ら
は
せ
り
﹂）
に
基
づ
く
筆
者
の
解
釈
を
掲
げ
て
お
く
（
記
号
は
冒
頭
の
表
示
に
基
づ
く
）。                                                                                                  

ⓐ　

回
想
の
契
機
＝
現
に
見
る
事

　
　
　
﹁
田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば

0

0

0

﹂

ⓑ　

回
想
の
対
象

　
　
　

富
士
の
降
雪　

ⓒ　

回
想
表
現

（
一
二
二
）
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﹁
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
﹂

右
は
最
初
に
山
田
説
を
整
理
し
た
際
の
表
示
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
は
こ
れ
を
一
首
通
し
た
形
で
示
す
。

ⓐ
田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば

0

0

0

ⓒ
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

︻
補
注
２
︼

以
下
は
学
習
用
の
辞
典
﹁
旺
文
社
﹃
古
語
辞
典
﹄﹂
の
記
述
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
の
辞
典
の
編
者
の
一
人
で
あ
り
、
ま
た
執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
。
以
下
の
﹁
け

り
﹂
の
項
は
記
述
の
内
容
か
ら
見
て
氏
の
手
に
な
る
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
る
。

次
は
右
の
﹁
改
訂
新
版
﹂（
一
九
八
八
年
一
〇
月
）
の
﹁
け
り
﹂
の
ブ
ラ
ン
チ
②
で
あ
る
。

現
在
、
昔
あ
つ
た
事
実
を
人
づ
て
に
聞
く
な
ど
し
て
述
べ
る
意
を
表
す
。
⋮
し
た
と
さ
。
⋮
し
た
そ
う
だ
。 

昔
、
男
あ
り
け
り
（
＝
ア
ル
男
ガ
イ
タ
ソ
ウ
ダ
）。
身
は
卑
し
な
が
ら
、
母
な
む
宮
な
り
け
る
（
＝
母
親
ハ
宮
様
デ
ア
ッ
タ
ソ
ウ
ダ
）。（
伊
勢
・
八
四
。

　

傍
線
筆
者
）

右
の
︿
語
義
﹀
は
、﹁
伝
承
﹂﹁
伝
聞
﹂
に
よ
る
過
去
の
事
実
を
い
う
も
の
と
解
し
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
例
文
の
訳
を
見
て
も
そ
の
事
は
疑
い
な
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
ま
だ
問
題
の
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
に
は
関
わ
り
が
な
い
（
例
文
は
右
の
一
例
の
み
）。
と
こ
ろ
が
次
の
﹁
第
八
版
﹂（
一
九
九
四
年

九
月
）
で
は
、右
と
全
く
同
じ
︿
語
義
﹀（
訳
語
例
は
﹁
⋮
た
と
さ
。
⋮
た
そ
う
だ
﹂
と
あ
り
）
の
下
、先
ず
問
題
の
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
を
挙
げ
、次
い
で
右
﹃
伊

勢
物
語
﹄
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
歌
は
﹁
第
八
版
﹂
で
初
め
て
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
︿
語
義
﹀
に
よ
れ
ば
、  

田
子
の
浦
ゆ
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

の
傍
線
部
は
﹁
伝
承
﹂﹁
伝
聞
﹂
に
よ
る
過
去
の
事
実
を
い
う
も
の
と
な
る
。
そ
れ
に
沿
っ
て
現
代
語
訳
す
れ
ば

昔
、
真
っ
白
に
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
理
の
当
然
、
自
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
右
の
結
句
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。

昔
カ
ラ
聞
イ
テ
イ
タ
ヨ
ウ
ニ
雪
ハ
降
ッ
テ
イ
タ
。

（
一
二
三
）
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こ
の
訳
は
歌
を
、﹁
眼
前
の
景
﹂
を
詠
ん
だ
も
の
と
す
る
（
文
献
⑰
一
三
五
頁
）
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、︿
語
義
﹀
と
用
例
の
訳
と
が

全
く
照
応
せ
ぬ
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
以
下
、
ブ
ラ
ン
チ
②
の
内
容
が
ま
こ
と
に
理
解
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

（
因
み
に
言
う
。︿
語
義
﹀
冒
頭
の
﹁
現
在
﹂
と
い
う
語
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
語
は
下
の
﹁
述
べ
る
﹂
に
係
る
と
し
か
解
し
様

が
あ
る
ま
い
訳
文
に
は
﹁
昔
カ
ラ
聞
イ
テ
イ
タ
ヨ
ウ
ニ
﹂
と
あ
る
事
か
ら
見
て
も
、﹁
現
在
﹂
が
﹁
聞
く
﹂
に
係
る
と
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、︿
語
義
﹀

の
説
明
に
一
﹁々
現
在
⋮
⋮
述
べ
る
﹂な
ど
と
す
る
こ
と
は
な
い
。﹁
第
九
版
﹂以
下
に
こ
の
語
が
な
い
事
は
こ
れ
が
贅
言
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
）。

次
に
﹁
第
九
版
﹂（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）
で
は

人
づ
て
に
聞
い
た
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
⋮
た
と
さ
。
⋮
た
そ
う
だ
。

と
し
、
先
の
二
例
文
を
挙
げ
る
。
歌
の
訳
は
第
八
版
と
同
じ
で
あ
り
、︿
語
義
﹀
と
訳
文
と
の
齟
齬
は
こ
こ
で
も
変
わ
り
が
な
い
。

な
お
、
こ
こ
に
は
﹁
け
り
﹂
の
解
説
を
要
約
し
た
﹁
か
こ
み
記
事
﹂
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
ブ
ラ
ン
チ
②
の
語
義
を
﹁
過
去
の
伝
聞
（
⋮
た
そ
う
だ
）﹂
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
何
人
も
﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
歌
が
﹁
伝
聞
回
想
﹂﹁
伝
承
回
想
﹂
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
る
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
、
同
時
に
誰
一
人
と
し
て
そ
れ
を
納
得
す
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

更
に
最
新
の
﹁
第
十
版
﹂（
二
〇
〇
八
年
九
月
）
の
︿
語
義
﹀
は
前
二
版
と
は
相
違
し

目
前
の
事
に
つ
い
て
は
、
前
に
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
意
を
表
す
。
⋮
た
と
さ
。
⋮
た
そ
う
だ
。

と
な
っ
て
い
る
（
例
文
及
び
歌
の
結
句
の
訳
は
異
同
な
し
）。﹁
過
去
の
出
来
事
﹂
と
あ
っ
た
も
の
が
、
今
度
は
﹁
目
前
の
事
に
つ
い
て
﹂
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
右
の
︿
語
義
﹀
は
明
ら
か
に
前
掲
文
献
⑬
・
⑰
・
㉑
の
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
詳
細
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
は
到
底
容
認
し

難
い
。
し
か
も
、
こ
れ
は
直
ち
に
次
の
問
題
に
繋
が
る
。
即
ち
、
こ
の
︿
語
義
﹀
に
よ
っ
て
は
い
ま
ひ
と
つ
の
用
例
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
解
釈
は
到
底
不
可
能
で
あ

る
。﹁
昔0

、
男
あ
り

0

0

0

（
け
り
）﹂
を
﹁
目
前
の
事
﹂
と
す
る
こ
と
は
到
底
尋
常
の
論
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
な
お
、﹁
か
こ
み
記
事
﹂
の
内
容
は
﹁
第
九
版
﹂
に

等
し
い
）。　

若
干
の
補
足
を
加
え
る
。
右
﹃
古
語
辞
典
﹄（
及
び
﹃
広
辞
苑
﹄）
の
解
説
と
論
文
・
著
書
に
お
け
る
主
張
と
は
同
時
併
行
的
に
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か

（
一
二
四
）
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ら
、
右
波
線
部
の
推
測
は
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
か
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
﹁
第
十
版
﹂
の
︿
語
義
﹀
の
意
図
が
筆0

者
に
は

0

0

0

理
解
出
来
る
。（
た
だ
し
、
こ
れ
は
説
の
内
容
を
容
認
す
る
事
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
こ
の
辞
典
の
利
用
者
に
は
右
の
内
容
は
勿
論
そ
の
意
図
も
到
底

理
解
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
）。

以
上
、﹃
古
語
辞
典
﹄﹁
改
訂
新
版
﹂
か
ら
﹁
第
十
版
﹂
ま
で
の
︿
語
義
﹀
解
説
の
文
言
は
次
々
と
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
解
釈
の
深
化
な

ど
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
定
見
を
欠
く
が
故
に
徒
に
字
句
が
変
転
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
言
う
と
こ
ろ
甚
だ
曖
昧
、
ま
こ
と
に
理
解
し
難
い
。

一
方
で
、
声
を
大
に
し
て
繰
り
返
し
﹁
伝
承
回
想
﹂
に
よ
る
解
釈
を
否
定
し
な
が
ら
、
他
方
、
こ
の
辞
典
で
は
そ
の
ブ
ラ
ン
チ
の
用
例
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
そ
の

歌
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
何
と
し
て
も
理
解
し
難
い
事
で
は
な
い
か
。

と
も
あ
れ
、
以
上
、﹁
田
子
の
浦
ゆ
﹂
の
﹁
け
り
﹂
を
﹁
伝
承
回
想
﹂
と
解
す
る
不
可
解
な
説
の
あ
る
こ
と
を
見
た
。

︻
補
注
３
︼

他
の
文
献
に
見
ら
れ
る
﹁
当
事
者
﹂
の
意
味
を
挙
げ
て
お
く
。

文
献
⑱
（﹃
大
辞
典
﹄）
の
﹁
つ
﹂
の
項
の
ブ
ラ
ン
チ
①
で
は
﹁
当
事
者
﹂
の
意
味
を
﹁
そ
れ
を
し
た
人
﹂
即
ち
動
作
主
の
意
味
で
用
い
て
い
る
が
、
続
く
ブ
ラ

ン
チ
②
・
③
で
は
何
の
説
明
も
な
し
に
今
度
は
そ
れ
を
話
し
手
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

更
に
、︻
補
注
２
︼
で
触
れ
た
﹃
旺
文
社　

古
語
辞
典
﹄
に
つ
い
て
見
る
に
﹁
改
訂
新
版
﹂
で
は
﹁
表
現
者
﹂
の
意
志
が
関
わ
っ
て
い
る
か
否
か
を
も
っ
て
﹁
つ
﹂

﹁
ぬ
﹂
の
意
味
の
違
い
を
説
い
て
い
る
（
こ
こ
に
は
ま
だ
﹁
当
事
者
﹂
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、﹁
表
現
者
﹂
と
は
話
し
手
の
意
で
あ
ろ
う
）。﹁
第
八
版
﹂

で
は
﹁
当
事
者
﹂
の
意
志
が
関
わ
っ
て
い
る
か
否
か
を
も
っ
て
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の
意
味
の
違
い
を
説
く
が
、
こ
の
語
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。﹁
第
九
版
﹂
以
後

は
、﹁
当
事
者
﹂
の
意
味
を
﹁
そ
の
行
為
を
す
る
人
の
み
で
な
く
話
し
手
の
こ
と
も
あ
る
﹂
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
行
為
の
主
体
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、﹃
広

辞
苑
﹄
第
五
版
の
﹁
話
し
手
な
ど
当
事
者
﹂
と
は
相
違
す
る
。

以
上
、
氏
の
い
う
﹁
当
事
者
﹂
の
意
味
が
ま
こ
と
に
区
々
と
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
が
、
そ
の
解
り
難
さ
は
、
話
し
手
と
動
作
主
と
を
区
別
せ
ず
、
同
列
に
扱
っ

て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
話
し
手
は
表
現
主
体
で
あ
る
。
話
し
手
自
身
を
話
題
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
一
人
称
で
あ
り
、
そ
の
場
合
第
二
、
第
三
人
称
と

異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
即
ち
、
氏
が
繰
り
返
し
引
く
次
の
例
で
言
え
ば
、﹁
犬
君
﹂
は
第
三
人
称
で
あ
り
、﹁
わ
れ
﹂
は
第
一
人
称
で
あ
る
。

（
一
二
五
）
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﹁
雀
の
子
を
犬
君
が
逃
が
し
つ
る
。（
わ
れ
）
伏
籠
の
中
に
籠
め
た
り
つ
る
も
の
を
﹂
と
て
、
い
と
口
惜
し
と
思
へ
り
。（
源
氏
・
若
紫
・
一
・
一
八
四
）

︻
補
注
４
︼

こ
こ
で
動
詞
と
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
業
績
中
、
管
見
の
論
の
一
部
を
挙
げ
る
。

ⓐ　

小
林
好
日
﹁
上
代
に
於
け
る
助
動
詞
﹃
ぬ
﹄﹃
つ
﹄
の
本
質
﹂（﹃
國
語
學
の
諸
問
題
﹄
所
収
。
昭
和
一
八
年
八
月
）

ⓑ　

山
崎
良
幸
﹁
詞
と
辞
の
接
続
に
お
け
る
意
味
的
関
係
﹂（﹁
高
知
女
子
大
学
紀
要
﹂
昭
和
二
八
年
一
二
月
）

ⓒ　

小
松
登
美
﹁
連
用
形
に
続
く
助
動
詞  ﹃
つ
・
ぬ
﹄﹂（﹁
解
釋
と
鑑
賞
﹂
昭
和
三
二
年
一
一
月
）

ⓓ　

山
崎
良
幸
﹁
過
去
の
助
動
詞
﹂（﹁
解
釋
と
鑑
賞
﹂
昭
和
三
八
年
六
月
）

ⓔ　

宮
田
和
一
郎
﹁
助
動
詞
﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄
の
論
﹂（﹁
平
安
文
学
研
究
﹂
昭
和
三
八
年
六
月
）

ⓕ　

宮
田
和
一
郎
﹁
語
法
的
に
み
た
助
動
詞
﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄　

上
下
﹂（﹁
國
文
學
﹂
昭
和
三
八
年
一
一
・
一
二
月
）

ⓖ　

木
下
正
俊
﹁
助
動
詞
﹃
ツ
﹄
と
﹃
ヌ
﹄
の
区
別
は
何
と
み
る
べ
き
か
﹂（﹁
解
釋
と
鑑
賞
﹂
昭
和
三
九
年
一
〇
月
）

ⓗ　

大
坪
併
治
﹁
過
去
（
回
想
）・
完
了
の
助
動
詞
﹃
ぬ
﹄﹃
つ
﹄﹂（﹁
國
文
學
﹂
昭
和
三
九
年
一
〇
月
）

ⓘ　

井
出
至
﹁
古
代
日
本
語
動
詞
の
意
味
類
型
と
助
動
詞
ツ
・
ヌ
の
使
い
わ
け
﹂（
國
語
國
文
別
刊
﹁
遠
藤
博
士
還
暦
記
念
国
語
学
論
集  

特
輯
﹂
昭
和
四
一

年
六
月
）

ⓙ　

吉
田
金
彦
﹃
上
代
語
助
動
詞
の
史
的
研
究
﹄（
昭
和
四
八
年
三
月
）

ⓚ　

伊
藤
慎
吾
﹃
源
氏
物
語
の
助
動
詞
完
了
態
用
例
の
新
研
究
（
上
）﹄（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
）

ⓛ　

滋
野
雅
民
﹁
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
﹃
つ
﹄﹃
ぬ
﹄
と
も
に
つ
く
動
詞
﹂（﹃
馬
淵
和
夫
博
士
退
官
記
念
国
語
学
論
集
﹄
昭
和
五
六
年
七
月
）

右
に
つ
い
て
宣
長
説
と
の
関
連
を
中
心
に
若
干
触
れ
て
お
く
。
先
ず
文
献
ⓐ
の
論
は
宣
長
の
﹃
玉
あ
ら
れ
﹄
の
指
摘
以
後
こ
の
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ

現
代
に
お
け
る
最
初
の
も
の
で
、
次
が
そ
の
結
論
で
あ
る
。

以
上
﹁
ぬ
﹂﹁
つ
﹂
の
動
作
態
に
つ
き
、
余
の
論
じ
た
こ
と
を
約
む
れ
ば
、
畢
竟
﹁
ぬ
﹂
は
動
作
の
完
了
を
云
ひ
、﹁
つ
﹂
は
完
了
と
共
に
そ
の
結
果
の

観
念
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。
是
を
従
来
の
や
う
に
、
そ
の
結
び
付
く
動
詞
の
種
類
に
よ
っ
て
分
た
う
と
し
、
若
し
く
は
動
作
の
有
意
自
然
な
ど
の
差
に
よ
っ

（
一
二
六
）
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て
分
た
う
と
す
る
の
は
、
皆
い
づ
れ
も
非
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。（
三
二
九
頁
。
傍
線
筆
者
）

こ
こ
で
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
を
そ
の
上
接
す
る
動
詞
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
を
誤
り
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
を
な
す
実
例
の
処
理
に
は
幾
つ
か
問
題

を
含
む
。
即
ち
、
接
続
助
詞
の
﹁
て
﹂
や
終
助
詞
の
﹁
て
し
か
﹂﹁
て
し
か
も
﹂﹁
な
む
﹂
の
﹁
て
﹂﹁
な
﹂
を
そ
れ
ぞ
れ
助
動
詞
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
と
解
し
た
り
、
あ

る
い
は
例
文
の
訓
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
動
詞
の
自
他
に
よ
る
と
す
べ
き
も
の
を
一
括
し
た
り
し
た
結
果
、
同
じ
動
詞
に
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
が
共
に
接
続
す

る
例
が
増
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
正
し
な
が
ら
考
察
し
た
の
が
文
献
ⓒ
・
ⓖ
の
論
で
あ
る
。
特
に
後
者
は
﹁
記
紀
万
葉
祝
詞
宣
命
風
土
記
を
は
じ
め
、
歌
経
標
式
琴
歌
譜
や
仏
足
石
歌

正
倉
院
文
書
に
至
る
ま
で
の
、
目
に
触
れ
た
限
り
の
ツ
・
ヌ
全
用
例
を
集
め
﹂
て
考
察
し
、
右
を
補
正
し
た
も
の
で
、
そ
の
結
論
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
て
、
上
代
に
関
す
る
限
り
、
ツ
・
ヌ
の
使
い
わ
け
は
十
中
八
九
ま
で
上
に
来
る
動
詞
の
自
他
に
よ
る
と
判
断
す
る
の
は
自
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）
や
は
り
、
最
初
に
あ
げ
た
宣
長
の
﹁
玉
霰
﹂
の
言
は
、
厳
し
い
実
証
主
義
と
深
い
洞
察
力
の
持
主
に
し
て
は
じ
め
て
口
に
し
え
た
言
葉
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。（
傍
線
筆
者
）

次
い
で
中
古
は
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
文
献
ⓕ
の
結
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

宣
長
翁
は
、﹁
つ
﹂
は
他
動
詞
に
つ
き
、﹁
ぬ
﹂
は
自
動
詞
に
つ
く
と
い
っ
た
。（
中
略
）
わ
た
し
は
、
宣
長
翁
の
説
が
確
固
不
動
な
も
の
だ
と
信
ず
る
。

わ
た
し
の
語
法
研
究
の
結
果
か
ら
す
れ
ば
﹁
つ
﹂
は
他
動
詞
に
、﹁
ぬ
﹂
は
自
動
詞
に
、
と
い
う
考
え
か
た
は
絶
対
に
た
だ
し
い
。
一
見
、
混
乱
し
て
い
る

が
ご
と
く
に
感
じ
ら
れ
る
接
続
形
式
に
は
つ
ね
に
出
あ
う
の
で
あ
る
が
、
注
意
ぶ
か
く
観
察
す
れ
ば
、
そ
の
あ
い
だ
に
一
定
の
秩
序
が
あ
り
、
語
法
が
さ

だ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
同
）

文
献
ⓗ
で
は
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
は
動
詞
の
意
味
に
よ
っ
て
八
～
九
割
ぐ
ら
い
区
別
さ
れ
、
妄
り
に
混
用
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
論
は
後
若

干
補
筆
さ
れ
、
平
安
時
代
の
訓
点
語
に
つ
い
て

﹁
ぬ
﹂
の
つ
く
動
詞
と
﹁
つ
﹂
の
つ
く
動
詞
と
は
、
八
～
九
割
ぐ
ら
い
区
別
さ
れ
、
自
・
他
の
相
違
に
並
行
し
て
い
る
。

と
す
る
（﹃
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
﹄
昭
和
四
四
年
四
月
・
一
二
七
頁
）。
訓
点
語
に
お
い
て
も
右
の
区
別
が
あ
る
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。                                                                                                      

　

以
上
、
上
代
・
中
古
の
論
の
一
部
に
つ
い
て
触
れ
た
。
紹
介
し
な
か
っ
た
論
を
含
め
、
諸
家
の
説
は
（
文
献
ⓐ
を
除
き
）
ほ
ぼ
動
詞
に
よ
る
﹁
つ
﹂﹁
ぬ
﹂
の

（
一
二
七
）
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使
い
分
け
、
別
け
て
も
そ
の
自
他
に
よ
る
使
い
分
け
を
認
め
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
宣
長
説
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
ほ
ぼ
そ
れ
を
追
認
す
る
も
の
で
あ
り
、

特
に
文
献
ⓕ
・
ⓖ
は
そ
れ
を
強
く
称
揚
す
る
。

山
口
氏
は
こ
こ
で
も
、
例
に
よ
っ
て
先
学
諸
家
の
業
績
を
顧
み
る
こ
と
が
な
い
が
、
右
の
研
究
業
績
と
先
の
氏
の
文
言
と
の
落
差
は
余
り
に
も
大
き
い
と
言
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

︻
補
注
５
︼

﹁
つ
﹂
に
こ
め
た
思
い
と
し
て
氏
が
挙
げ
る
例
は
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
以
下
は
文
献
⑱
﹃
大
辞
典
﹄
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
。

﹁
後
悔
・
自
責
・
悲
痛
な
ど
の
思
い
﹂（﹁
て
き
﹂
の
項
、
ブ
ラ
ン
チ
②
）

﹁
他
人
の
行
為
に
対
す
る
恨
み
の
念
﹂（
同
、
ブ
ラ
ン
チ
③
）

﹁（
そ
の
事
態
に
）
自
分
は
責
め
・
恩
恵
な
ど
の
思
い
が
あ
る
﹂（﹁
て
け
り
﹂
の
項
の
﹁
意
味
﹂）

い
ず
れ
も
文
脈
乃
至
場
面
に
由
来
す
る
思
い
つ
き
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
勿
論
﹁
つ
﹂
の
意
味
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
言
し
て
お
く
。
例
文
を
挙
げ

る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

更
に
、
こ
こ
で
氏
の
助
動
詞
一
般
に
つ
い
て
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
く
。
次
は
文
献
⑱
の
﹁
助
動
詞
﹂
の
項
の
記
述
で
あ
る
。

自
立
語
の
表
す
事
態
・
事
物
に
対
し
て
話
し
手
が
ど
う
捉
え
た
か
、
ど
の
よ
う
な
心
情
を
持
っ
た
か
を
表
す
語
。（︹
定
義
︺
の
項
）

話
し
手
が
そ
の
事
態
・
事
物
を
ど
う
捉
え
た
か
、
話
し
手
の
心
情
を
表
す
語
で
あ
る
。（︹
機
能
︺
の
項
）

助
動
詞
の
表
す
内
容
は
事
態
に
対
す
る
話
し
手
の
心
情
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
態
で
は
な
い
。（
同
）

右
と
同
時
期
の
文
献
⑰
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
。

日
本
語
の
助
動
詞
は
、
話
し
手
が
、
前
に
述
べ
た
内
容
に
対
し
て
、
ど
う
意
識
し
た
か
と
い
う
、
話
し
手
の
心
情
を
表
す
語
で
あ
る
。（
一
七
〇
頁
）

ま
こ
と
に
信
じ
難
い
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
氏
が
例
文
解
釈
に
際
し
て
繰
り
返
し
﹁
思
い
﹂
を
問
題
と
す
る
理
由
が
頷
け
よ
う
と
思
う
。

（
一
二
八
）


