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は
じ
め
に

表
題
の
意
味
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
説
明
の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
敢
え
て
一
言
す
る
。

研
究
上
、
他
者
の
見
解
を
批
判
す
る
場
合
、
先
ず
批
判
の
対
象
に
つ
い
て
の
正
確
な
理
解
を
必
須
と
す
る
。
誤
解
に
基
づ
く

も
の
は
単
な
る
妄
批
に
過
ぎ
ず
、
何
ら
生
産
的
な
意
味
を
持
た
な
い
。
妄
批
に
陥
ら
ぬ
た
め
に
は
そ
の
前
提
と
し
て
批
判
者
自

身
の
確
か
な
見
識
を
要
す
る
。

一
方
、
被
批
判
者
は
そ
の
批
判
に
対
し
て
、
時
に
そ
れ
を
認
め
、
あ
る
い
は
黙
殺
し
、
あ
る
い
は
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
の
反
論
の
内
容
如
何
に
よ
っ
て
は
再
批
判
す
る
こ
と
も
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。

何
れ
の
場
合
も
、
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
当
事
者
の
誠
実
さ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
批
判
に
せ
よ
、
反
論
に
せ
よ
、
そ
れ
は
問
題

の
止
揚
に
資
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
た・

・

・

・

・

め
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

本
稿
は
以
上
の
問
題
を
具
体
例
に
即
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
。
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一
こ
こ
で
は
藤
原
浩
史
「
平
安
和
文
の
依
頼
表
現
」（
以
下
〈
依
頼
表
現
〉
と
略
称
）
中
の
「
若
紫
」
巻
の
一
文
に
つ
い
て
の

氏
の
解
釈
を
め
ぐ
る
筆
者
の
批
判
、
そ
れ
に
対
す
る
氏
の
反
論
、
次
い
で
筆
者
の
再
批
判
に
つ
い
て
述
べ
る
。

先
ず
、
問
題
の
例
文
及
び
そ
の
前
後
の
説
明
を
引
用
す
る
。

「
る
・
ら
る
」
は
公
的
敬
語
と
さ・

・れ
、「
す
・
さ
す
」「
給
ふ
」
な
ど
と
は
系
統
を
異
に
す
る
表
現
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

で
は
、
大
宮
→
宰
相
君
、
大
君
→
弁
、
源
氏
→
紫
上
女
房
の
発
話
に
観
察
さ
れ
、
主
人
と
主
だ
っ
た
女
房
の
間
に
の
み
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
⑥
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
北
山
で
源
氏
が
主
人
面
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
傍
点
線
・
太

字
筆
者
）

⑥
「
御
格
子
ま・

・

・

・

ゐ
り
ね
。
物
恐
ろ
し
き
夜
の
さ
ま
な
め
る
を
。
と
の
ゐ
人
に
て
侍
ら
ん
。
人
々
、
近
う
侍
は
れ
よ
か

し
」
と
て
、
い
と
馴
れ
顔
に
、
御
帳
の
内
に
入
り
給
へ
ば
、
「
あ
や
し
う
、
思
ひ
の
外
に
も
」
と
、
あ
き
れ
て
、
誰

も
〳
〵
ゐ
た
り
。
（
若
紫
）

「
ま
ゐ
る
」「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
上
位
者
の
も
と
に
下
位
者
が
伺
候
す
る
意
味
を
有
す
る
た
め
、
動
作
主
体
即
ち
女
房
達
を
低

め
る
マ
イ
ナ
ス
の
敬
意
を
発
揮
し
て
し
ま
う
語
で
あ
る
。（
注
３
）
直
接
の
主
従
の
関
係
に
お
い
て
、「
参
れ
」「
申
せ
」

な
ど
の
表
現
は
自
然
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
相
手
は
他
家
の
女
房
で
あ
る
た
め
、
卑
下
機
能
の
解
消
と
し
て
末
尾
に

「
ら
る
」（
筆
者
注
、「
る
」
の
誤
り
）
が
添
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
相
手
を
単
な
る
客
人
と
し
て
理
解
し
て

い
る
紫
上
の
女
房
た
ち
は
、
そ
の
言
葉
と
態
度
に
啞
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。

右
に
つ
い
て
拙
著
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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藤
原
浩
史
「
平
安
和
文
の
依
頼
表
現
」
は
こ
の
「
ま
ゐ
る
」「
さ
ぶ
ら
ふ
」
及
び
助
動
詞
「
る
」
に
つ
き
敬
語
的
な
面
か

ら
説
明
し
て
い
る
が
、
敬
意
の
対
象
そ
の
他
幾
つ
か
看
過
し
得
な
い
問
題
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
。

一 
右
で
は
文
中
の
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
み
な
ら
ず
、「
御
格
子
ま
ゐ
る
」
の
「
ま
ゐ
る
」
を
も
、
上
位
者
の
も
と
に
下
位
者

が
伺
候
す
る
意
味
に
と
り
、

二 

直
接
の
主
従
問
係
の
な
い
他
家
の
女
房
に
対
し
、「
ま
ゐ
る
」「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
効・

・果
を
発
揮
し
て

し
ま
う
語
を
使
用
し
て
い
る
、
と
す
る
。（
筆
者
注
、
傍
点
部
を
こ
こ
で
「
敬
意
」
に
訂
正
す
る
）。
そ
し
て

三 

そ
の
卑
下
機
能
の
解
消
と
し
て
末
尾
に
「
ら
る
」
が
添
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
更
に
、
行
文
か
ら
み
て
、

四 

こ
の
二
つ
の
謙
譲
語
の
敬
意
の
対
象
を
源
氏
自
身
と
と
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
注
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
常
体
表
現
よ
り
も
更
に
敬
意
度
の
低
い
段
階
の
も
の
だ
と
い
う
が
、
敬
意
の
対
象
が
第
三
者

の
場
合
、
こ
の
解
釈
は
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
敬
意
が
話
し
手
自
身
に
向
う
、
い
わ
ゆ
る
尊
大
表
現
と
は
そ
の
敬
語
的

な
構
造
を
異
に
す
る
。

五 

源
氏
は
こ
の
場
で
、
決
し
て
女
房
達
に
尊
大
な
言
葉
遣
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
源
氏
の
少
納
言
の
乳
母

に
対
す
る
言
葉
「
心
ざ
し
の
程
を　

見
は
て
給
へ
」（
敬
度
Ｂ
）
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
。
問
題
の
謙
譲
語
の
敬
意

は
と
も
に
若
紫
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
源
氏
は
「
と
の
ゐ
人
に
て
侍・

・ら
ん
」

と
言
う
。
こ
れ
が
随
分
と
若
紫
を
立
て
た
言
い
方
で
あ
る
こ
と
も
場
面
の
理
解
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

六 

「
相
手
を
単
な
る
客
人
と
理
解
し
て
い
る
紫
上
の
女
房
た
ち
は
」
源
氏
の
「
言
葉
と
態
度
に
啞
然
と
さ
せ
ら
れ
る
」
と

あ
る
。
し
か
し
、
例
文
を
辿
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
女
房
達
が
「
あ
き
れ
」
た
の
は
、
源
氏
が
「
い
と
馴
れ
顔
に

御
帳
の
内
に
入
り
給
へ
ば
」
で
あ
っ
て
、
何
も
特
別
そ
の
言
葉
に
啞
然
と
し
た
の
で
は
な
い
。

以
上
は
、（
一
）
主
と
し
て
謙
譲
語
に
つ
い
て
の
無
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
ま
た
、（
二
）「
侍

ら
は
れ
よ
か
し
」
の
「
る
」
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
よ
う
。
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「
る
・
ら
る
」
は
公・

・

・

・

的
敬
語
と
さ
れ
、「
す
・
さ
す
」「
給
ふ
」
な
ど
と
は
系
統
を
異
に
す
る
表
現
で
あ
る
。『
源
氏
物

語
』
で
は
、
大
宮
→
宰
相
君
、
大
君
→
弁
、
源
氏
→
紫
上
女
房
の
発
話
に
観
察
さ
れ
、
主
人
と
主
だ
っ
た
女
房
の
間
に
の

み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
侍
ら
は
れ
よ
か
し
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
北
山
で
源
氏
が
主
人
面
を
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。（
傍
点
線
・
太
字
筆
者
）

　

右
の
「
公
的
敬
語
」
と
い
う
の
は
桜
井
光
昭
氏
の
『
今
昔
物
語
集
の
語
法
の
研
究
』
他
の
「
公

オ
オ
ヤ
ケ

尊
敬
」
説
を
―
―
恐

ら
く
は
間
接
的
に
―
―
承
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
「
る
」
に
そ
れ
を
当
て
は
め
る
の
は
全
く
の
誤
解
で
あ
る
。
桜

井
氏
の
「
公
尊
敬
」
と
は
公
的
立
場
の
支
配
者
を
対
象
と
す
る
敬
意
の
表
現
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
「
話
し
手
の
方
が
敬

意
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
よ
り
も
優
位
に
立
つ
場
合
」
の
も
の
は
「
明
ら
か
に
公
尊
敬
の
例
外
と
な
る
」
と
し
、
そ
れ
を

「
一
般
尊
敬
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
右
の
源
氏
か
ら
紫
上
女
房
達
に
対
す
る
「
る
」
は
決
し
て
「
公
尊
敬
」
な
ど
で
は

な
い
。
右
の
著
で
、
桜
井
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
一
般
敬・

・語
」
の
「
る
・
ら
る
」
は
「
せ
給
ふ
」
「
給
ふ
」
と
同
一

系
列
を
な
し
、
こ
れ
よ
り
敬
度
が
低
い
だ
け
で
あ
る
。
（
筆
者
注
、
傍
点
部
を
こ
こ
で
「
一
般
尊・

・敬
」
に
訂
正
す
る
）

　

な
お
ま
た
、（
三
）
命
令
形
の
強
さ
を
和
ら
げ
、
優
し
さ
を
添
え
る
「
か
し
」
の
存
在
を
無
視
し
た
こ
と
も
与
っ
て
い

よ
う
。
次
の
例
文
５
を
併
せ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
筆
者
補
記
、
例
文
５
と
は
拙
著
本
文
に
引
用
の
「
人
ひ
と
り
参
ら
れ

よ
か
し
」
〈
源
氏
→
少
納
言
〉
を
指
す
）
。

な
お
、
右
の
末
尾
に
次
の
如
く
記
し
た
。

右
の
論
に
は
こ
の
他
に
も
用
例
数
の
誤
り
、
人
物
の
取
り
違
え
、
適
切
を
欠
く
説
明
そ
の
他
多
く
の
問
題
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
例
文
に
関
わ
る
部
分
に
止
め
、
他
の
論
評
は
控
え
る
。

以
上
、
筆
者
の
批
判
の
全
文
を
掲
載
し
た
。
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二
氏
は
「『
源
氏
物
語
』
の
敬
語
表
現
」（
二
〇
〇
九
・
一
一
）
に
お
い
て
問
題
の
例
文
に
つ
い
て

源
氏
が
紫
上
の
女
房
た
ち
に
指
示
す
る
場
面
で
あ
る
。
身
分
的
に
は
と
も
か
く
、
本
来
的
に
は
女
房
た
ち
は
源
氏
に

従
属
し
て
い
な
い
。
下
位
者
で
あ
り
な
が
ら
、
命
令
に
は
配・

・

・

・

・

慮
が
必
要
な
場
面
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

と
し
、
右
の
注
で
、
前
掲
の
筆
者
の
批
判
に
対
し
て
以
下
の
反
論
を
し
て
い
る
。
次
が
そ
の
全
文
で
あ
る
。

川
上
（
二
〇
〇
五
）
に
お
い
て
、
藤
原
（
一
九
九
五
）
に
お
け
る
こ
の
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
批
判
を
頂
い
て
い
る
が
、

Ａ 

用
語
「
公
的
敬
語
」
に
つ
い
て
の
誤
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

Ｂ 

乳
母
に
対
す
る
「
給
へ
」
を
根
拠
に
、
源
氏
は
丁
寧
な
依
頼
を
し
て
い
る
と
あ
る
が
、
乳
母
と
女
房
に
対
す
る

使
い
分
け
が
問
題
で
あ
る
。

Ｃ 

「
ま
ゐ
り
ね
」
は
、
紫
上
に
対
す
る
敬
意
が
あ
る
が
、
女
房
た
ち
に
は
な
い
。

Ｄ 

ま
た
、
「
か
し
」
が
丁
寧
で
あ
る
と
氏
は
述
べ
る
が
、
ま
だ
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
行
う
よ
う
に
指
摘
す
る
の

は
、
必
ず
し
も
、
丁
寧
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
詰
問
の
口
調
を
帯
び
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。
（
改
行
・
記
号
・

傍
線
筆
者
）

一
読
、
愕
然
、
絶
句
し
た
。
こ
れ
は
一
体
何
か
。

右
は
筆
者
の
批
判
に
対
し
て
全
く
何
事
も
正
面
か
ら
応
え
て
い
な
い
。
事
の
軽
重
を
掏
り
替
え
、
か
つ
個
々
の
問
題
に
つ
い

て
も
筆
者
の
言
を
歪
曲
し
て
詐
妄
の
辞
を
弄
し
て
い
る
。
要
す
る
に
全
文
ご・

・

・

・

ま
か
し
で
あ
っ
て
、
到
底
ま
と
も
な
反
論
に
は
程

遠
い
。
実
に
不
誠
実
で
あ
る
。
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筆
者
の
批
判
は

（
一
）
謙
譲
語　
（
二
）「
公
的
敬
語
」　
（
三
）「
か
し
」

の
三
点
に
あ
る
が
、
中
心
は
（
一
）
の
謙
譲
語
「
ま
ゐ
る
」
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
決
し
て
（
二
）
の
「
る
・
ら

る
」
の
「
公
的
敬
語
」
の
問
題
に
重
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
（
二
）
は
（
一
）
の
関
連
と
し
て
副
次
的
に
取
り
上
げ
た
に
過

ぎ
な
い
。
し
か
る
に
氏
は
反
論
の
冒
頭
に
、
前
掲
の
如
く

Ａ　

用
語
「
公
的
敬
語
」
に
つ
い
て
の
誤
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

と
し
て
筆
者
の
批
判
の
総
て
が
右
用
語
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
断
ず
る
。
し
か
ら
ば
氏
の
言
う
「
公
的
敬
語
」
と
は
如
何
な

る
意
味
か
。
そ
し
て
筆
者
が
そ
れ
を
如
何
に
誤
解
し
て
い
る
と
い
う
の
か
。
何
故
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
い
の
か
。
氏
は
こ
こ

に
到
っ
て
も
な
お
こ
の
虚
構
の
用
語
の
問
題
を
糊
塗
し
、
自
ら
の
非
を
覆
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
改
め
て
氏
の

言
う
「
公
的
敬
語
」
の
例
を
確
認
す
る
。
前
掲
の
説
明
に
よ
れ
ば
『
源
氏
物
語
』
に
は

㋐　

大
宮
→
宰
相
君　
　

㋑　

大
君
→
弁　
　

㋒　

源
氏
→
紫
上
女
房

の
三
例
に
見
ら
れ
、
「
主
人
と
主
だ
っ
た
女
房
の
間
に
の・

・み
見
ら
れ
る
も
の
」
だ
と
い
う
。
こ
の
極
少
の
例
を
も
っ
て
「
公
的

敬
語
」
な
る
敬
語
の
一
類
を
成
す
と
す
る
な
ど
到
底
尋
常
の
沙
汰
で
は
な
い
。
し
か
も
右
㋒
で
、
如
何
に
「
主
人
面
」
を
し
て

い
よ
う
と
源
氏
は
主
人
で
は
な
い
。
女
房
達
は
勿
論
紫
上
の
女
房
で
あ
っ
て
源
氏
の
女
房
で
は
な
い
。
右
は
ま
こ
と
に
不
可
思

議
な
、
あ
り
得
な
い
、
強
引
な
見
解
で
あ
っ
て
論
外
で
あ
る
。
ま
た
㋐
の
宰
相
君
は
夕
霧
の
乳
母
で
あ
っ
て
大
宮
の
女
房
で
は

な
い
。
三
例
中
、
前
掲
の
条
件
に
相
当
す
る
の
は
僅
か
に
㋑
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
早
く
も
先
の
規
定
の
自
家
撞
着
が

顕
現
す
る
。
こ
れ
を
見
る
だ
け
で
既
に
氏
の
説
の
破
綻
は
明
白
で
あ
る
。
更
に
冒
頭
に
引
用
し
た
例
文
⑥
の
説
明
に
よ
れ
ば

「
る
・
ら
る
」
は
謙
譲
語
に
よ
る
「
卑
下
機
能
」
の
解
消
と
し
て
添
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
「
公
的
敬
語
」
の
機

能
な
の
か
。
し
か
も
三
例
中
謙
譲
語
が
あ
る
の
は
㋒
の
み
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
検
討
が
前
後
す
る
が
、
氏
は
例
文
⑥
に
先
立
っ
て
源
氏
の
夕
霧
に
対
す
る
例
文
①
～
⑤
を
挙
げ
て
い
る
。
い
ま
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そ
の
中
か
ら
「
給
ふ
」
を
伴
わ
な
い
③
～
⑤
を
抄
出
・
引
用
す
る
。

　

③
「
か
か
る
人
、
尋
ね
い
で
た
る
を
、
用
意
し
て
、
む
つ
び
と
ぶ
ら
へ
」（
玉
鬘
）

　

④
「
あ
そ
む
や
。
さ
や
う
の
お
ち
葉
を
だ
に
ひ
ろ
へ
」（
常
夏
）

　

⑤
「
か
の
わ
た
り
の
事
、
思
ひ
絶
え
に
た
ら
ば
、
…
い
づ
く
に
も
、
思
ひ
定
め
ら
れ
よ
」（
梅
枝
）

右
の
⑤
に
つ
い
て
、
唯
「
こ
ち
ら
に
は
助
動
詞
『
ら
る
』
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
若
干
の
敬
意
が
付
加
さ
れ
て
い
る
」
と
す

る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
い
て
、
問
題
の
「『
る
・
ら
る
』
は
公
的
敬
語
と
さ
れ
」

云
々
と
い
う
見
解
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
後
、
例
文
⑥
の
説
明
の
末
尾
の
「
紫
上
女
房
た
ち
は
、
そ
の
言
葉
と
態

度
に
啞
然
と
さ
せ
ら
れ
る
」
に
続
き
、
改
行
も
せ
ず
に
次
の
説
明
が
出
て
来
る
。

　

こ
れ
を
等
質
と
見
る
と
、
③
④
⑤
で
は
、（
注
４
）
源
氏
は
社
会
的
上
位
者
と
し
て
、
下
位
者
で
あ
る
夕
霧
を
ご
く
事
務

　

的
か
つ
支
配
的
態
度
で
諭
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
筆
者
注
、
右
文
中
の
（
注
４
）
は
氏
の
注
で
あ
る
。
太
字
筆
者
）

右
は
社
会
的
上
位
者
の
、
下
位
者
に
対
す
る
事
務
的
・
支
配
的
態
度
の
表
現
が
「
公
的
敬
語
」
と
「
等
質
」
だ
と
い
う
。
し

か
し
⑤
は
「
ら
る
」
の
例
で
あ
る
か
ら
当
然
先
の
㋐
㋑
㋒
同
様
「
公
的
敬
語
」
の
例
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
如

何
な
る
相
違
が
あ
ろ
う
か
。

更
に
右
三
例
中
、
③
④
は
無
敬
語
で
あ
る
。
無
敬
語
が
如
何
に
し
て
「
公
的
敬
語
」
と
「
等
質
」
た
り
得
る
の
か
。
こ
れ
で

は
「
非
Ａ
は
Ａ
で
あ
る
」
と
い
う
に
等
し
い
。

以
上
、
こ
れ
ほ
ど
不
可
解
か
つ
不
条
理
に
し
て
奇
妙
な
論
理
は
な
い
。
ま
さ
に
稀
代
の
妄
説
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

は
即
ち
氏
の
言
う
「
公
的
敬
語
」
な
る
も
の
の
デ
タ
ラ
メ
振
り
を
明
白
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

更
に
先
の
説
明
中
の
（
注
４
）
を
見
る
に
氏
の
妄
説
は
そ
の
極
に
達
す
る
。

類・

・例
と
し
て
、
夕
霧
を
Ⅱ
（
筆
者
注
、
「
給
ふ
」
の
意
）
で
待
遇
す
る
頭
中
将
（
内
大
臣
）
が
、
雲
井
雁
と
の
結
婚
を

許
可
し
た
場
面
で
命
令
形
の
表
現
を
使
用
す
る
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
感
情
が
か
ら
み
や
す
い
私
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
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公・

・

・

・

的
態
度
で
淡
々
と
表
現
す
る
も
の
と
言
え
る
。
（
傍
線
・
太
字
筆
者
）

今
度
は
「
命
令
形
の
表
現
」
―
―
氏
は
無
敬
語
の
動
詞
命
令
形
の
み
を
「
命
令
形
」
と
称
す
る
―
―
を
「
類
例
」
と
し
て
、

そ
れ
を
「
公
的
態・

・度
」
と
す
る
。
無
敬
語
の
動
詞
命
令
形
が
如
何
に
し
て
「
公
的
態
度
」
な
る
も
の
を
表
し
、
か
つ
そ
れ
が

「
感
情
が
か
ら
み
や
す
い
私
的
な
問
題
」
を
「
淡
々
と
表
現
」
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
な
ら
ば
『
源
氏
物
語
』
の
無
敬
語
の

命
令
形
二
〇
〇
例
も
「
公
的
態
度
」
の
表
現
な
の
か
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
非
論
理
的
で
到
底
理
解
の
限
り
で
な
い
。

右
の
内
大
臣
の
例
に
つ
い
て
補
説
す
る
。
東
宮
へ
の
入
内
問
題
で
源
氏
側
に
敗
れ
た
内
大
臣
は
結
局
夕
霧
と
雲
井
雁
と
の
結

婚
を
承
伏
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
内
大
臣
か
ら
夕
霧
に
対
す
る
例
は
三
例
あ
る
が
総
て
「
給
ふ
」
待
遇
で
あ
っ
て

無
敬
語
の
例
は
一
と
し
て
無
い
。
源
氏
の
嫡
男
で
あ
り
、
既
に
宰
相
中
将
（
正
四
位
下
）
の
官
位
に
あ
る
夕
霧
に
無
敬
語
で
対

す
る
な
ど
勿
論
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

次
は
氏
が
問
題
と
す
る
場
面
に
先
立
つ
例
で
あ
る
。
大
宮
の
法
事
の
日
、
内
大
臣
は
夕
霧
に
対
し
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
な
ど
か
、
い
と
こ
よ
な
く
は
堪
じ
（
＝
咎
め
）
た
ま
へ
る
。
今
日
の
御
法
の
縁
を
も
尋
ね
思
さ
ば
、
罪
ゆ
る
し
た
ま
ひ

て
よ
や
」（
藤
裏
葉　

三
・
四
三
三
）

こ
の
「
罪
ゆ
る
し
た
ま
ひ
て
よ
や
」
は
極
め
て
率
直
な
謝
罪
表
現
で
あ
る
。
内
大
臣
と
し
て
は
こ
の
機
会
に
、
そ
れ
ま
で
の

夕
霧
に
対
す
る
厳
し
く
冷
淡
な
態
度
を
詫
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
思
い
を
一
気
に
表
出
し
た
の
が
文
末
の
「
て
よ
―

や
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

右
の
旬
日
後
、
内
大
臣
は
藤
の
宴
に
こ
と
よ
せ
て
夕
霧
を
招
待
す
る
。

「
一
日
の
花
の
蔭
の
対
面
の
飽
か
ず
お
ぼ
え
は
べ
り
し
を
、
御
暇
あ
ら
ば
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
な
ん
や
」（
藤
裏
葉　

三
・

四
三
四
）

右
は
③
型
の
表
現
で
あ
っ
て
、
間
接
、
婉
曲
的
な
依
頼
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
更
に
「
御
暇
あ
ら
ば
」
と
の
譲
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歩
が
つ
く
。
ま
こ
と
に
鄭
重
で
あ
る
。
こ
の
二
文
に
続
く
表
現
が
無
敬
語
の
道
理
が
な
い
。
な
お
、
こ
の
招
待
は
内
大
臣
が
夕

霧
と
雲
井
雁
と
の
結
婚
を
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
お
ま
た
、
こ
の
「
わ
ざ
と
」
の
、
格
別
な
招
待
に
よ
っ
て
先
方
の

意
を
察
し
た
源
氏
は
夕
霧
が
内
大
臣
家
の
婿
に
な
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。

先
の
（
注
４
）
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
次
の
場
面
を
誤
読
し
た
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
。

や
う
や
う
夜
更
け
ゆ
く
ほ
ど
に
、
い
た
う
そ
ら
な
や
み
を
し
て
、
（
夕
霧
）
「
乱
り
心
地
い
と
た
へ
が
た
う
て
、
ま
か
で

ん
空
も
ほ
と
ほ
と
し
う
こ
そ
は
べ
り
ぬ
べ
け
れ
。
宿
直
所
ゆ
づ
り
た
ま
ひ
て
ん
や
」
と
中
将
（
柏
木
）
に
愁
へ
た
ま
ふ
。

大
臣
、
「
朝・

・臣
や・

、
御
休
み
所
も
と
め
よ
。
翁
い
た
う
酔
ひ
す
す
み
て
無
礼
な
れ
ば
、
ま
か
り
い
り
ぬ
」
と
言
ひ
捨
て
て

入
り
た
ま
ひ
ぬ
。
（
藤
裏
葉　

三
・
四
四
〇　

内
大
臣
→
柏
木
）

波
線
部
は
夕
霧
の
柏
木
に
対
す
る
依
頼
、
続
く
大
臣
（
内
大
臣
）
の
言
は
わ
が
子
柏
木
に
対
す
る
も
の
で
夕
霧
に
対
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
無
敬
語
な
の
で
あ
る
。「
朝
臣
や
」
は
例
文
④
〈
源
氏
→
夕
霧
〉
同
様
わ
が
子
に
対
す
る
呼
び
掛
け

で
あ
る
。
前
掲
（
注
４
）
は
か
か
る
信
じ
難
い
ほ
ど
の
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
物
語
の
経
緯
を
つ
ゆ
知
ら
ぬ

臆
断
に
因
す
る
。

こ
こ
で
一
旦
以
上
の
錯
綜
し
た
内
容
を
概
括
す
る
。

氏
の
言
う
「
公
的
敬
語
」
と
は
初
め
「
る
・
ら
る
」
を
指
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
例
文
③
④
⑤
で
は
「
る
・
ら
る
」
無
し
の

動
詞
命
令
形
（
③
④
）
を
も
⑥
と
「
等
質
」
と
見
倣
し
た
。
更
に
前
掲
（
注
４
）
で
は
同
じ
く
無
敬
語
の
一
例
を
「
類
例
」
と

し
て
そ
れ
を
「
公
的
態
度
」
と
称
す
る
。
即
ち
「
公
的
敬
語
」
の
内
容
は
「
る
・
ら
る
」
を
離
れ
て
変
転
し
、
遂
に
動
詞
命
令

形
を
い
う
も
の
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
支
離
滅
裂
と
評
す
べ
く
、「
公
的
敬
語
」
な
る
幻
影
は
氏
自
ら
の
説
明
に
つ
れ
て
雲
散
霧

消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
用
語
が
如
何
に
荒
唐
無
稽
の
、
実
態
な
き
幻
想
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
如

実
に
物
語
る
。
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こ
こ
で
改
め
て
氏
の
主
張
を
根
本
的
に
否
定
す
る
事
実
を
提
示
す
る
。
氏
は
「
公
的
敬
語
」
の
例
と
し
て
僅
か
に
前
掲
の
三

例
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
に
は
右
を
含
め
次
の
例
が
あ
る
。

　

１　

侍
は
れ・

・よ
か
し
。　
　
　
　
　
（
若
紫　

一
・
二
一
七　

源
氏
→
紫
上
女
房
た
ち
）

　

２　

参
ら
れ・

・よ
か
し
。　
　
　
　
　
（
若
紫　

一
・
二
二
六　

源
氏
→
少
納
言
（
若
紫
乳
母
）

　

３　

思
ひ
定
め
ら・

・

・
れ
よ
。　
　
　
　
（
梅
枝　

三
・
一
七
六　

源
氏
→
夕
霧
）

　

４　

言
ひ
な
さ
れ・

・よ
。　
　
　
　
　
（
乙
女　

二
・
二
九
六　

内
大
臣
→
雲
井
雁
乳
母
）

　

５　

書
き
出
だ
さ
れ・

・よ
。　
　
　
　
（
行
幸　

三
・
九
五　

内
大
臣
→
近
江
君
）

　

６　

聞
え
な
さ
れ・

・よ
。　
　
　
　
　
（
総
角　

四
・
四
〇
一　

大
君
→
弁
）

　

７　

つ
く
ろ
ひ
な
さ
れ・

な
ん
や
。　
（
松
風　

二
・
一
九
二　

明
石
入
道
→
預
り
の
男
）

　

８　

許
さ
れ・

な
む
や
。　
　
　
　
　
（
常
夏　

三
・
一
一　

源
氏
→
内
大
臣
君
達
他
）

な
お
、
右
は
夙
に
川
上
（
一
九
七
六
）
に
お
い
て
例
示
し
、
拙
著
（
二
〇
〇
五
）
で
再
掲
し
た
も
の
で
あ
り
、
例
文
の
所
在

も
当
時
底
本
と
し
た
「
大
系
」
に
よ
っ
て
示
し
て
あ
る
。

右
の
諸
例
で
「
主
人
と
主
だ
っ
た
女
房
の
間
」
に
用
い
ら
れ
た
の
は
６
の
「
大
君
→
弁
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実

は
氏
の
「
公
的
敬
語
」
な
る
も
の
の
見
解
が
如
何
に
実
際
と
乖
離
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
端
的
に
物
語
る
。

し
か
も
右
の
第
２
例
は
第
１
例
即
ち
問
題
の
例
文
⑥
と
全
く
同
構
造
で
あ
る
。

　

侍・

・は
―
れ
よ
―
か・

・し　
（
源
氏
→
紫
上
女
房
た
ち
）

　

参・

・ら
―
れ
よ
―
か・

・し　
（
源
氏
→
紫
上
乳
母
少
納
言
）

先
の
例
文
⑥
の
後
、
紫
上
は
父
兵
部
卿
宮
の
邸
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
源
氏
は
先
手
を
打
っ
て
紫

上
を
急
ぎ
二
条
院
へ
移
し
て
し
ま
う
。
右
は
源
氏
が
少
納
言
の
乳
母
に
対
し
、「（
紫
上
の
お
供
を
し
て
）
人
ひ
と
り
参
ら
れ
よ
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か
し
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
謙
譲
語
「
参
る
」
の
敬
意
は
紫
上
に
対
す
る
も
の
な
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。

氏
の
論
に
は
か
か
る
重
要
な
例
文
も
脱
落
し
て
い
る
。

更
に
氏
が
問
題
と
し
た
先
の
三
例
中
㋐
は
―
―
氏
は
例
文
を
示
さ
な
い
が
―
―
禁
止
表
現
「
む
つ
か
し
き
こ
と
な
聞
こ
え
ら

れ
そ
」（
少
女　

三
・
五
五　

大
宮
→
宰
相
君
）
の
例
で
あ
る
。
な
ら
ば
源
氏
→
夕
霧
の
例
文
⑤
の
直
後
の
次
の
二
例

「
す
き
ず
き
し
き
心
使
は
る
な
。
…
心
の
ま
ま
な
る
ふ
る
ま
ひ
な
ど
も
の
せ
ら
る
な
」（
梅
枝　

三
・
四
二
四
）

及
び
源
氏
→
大
輔
命
婦
の

「
こ
と
人
の
言
は
む
や
う
に
、
咎
な
あ
ら
は
さ
れ
そ
」（
末
摘
花　

一
・
二
七
〇
）

の
例
を
何
故
挙
げ
ぬ
の
か
。
更
に
話
し
手
が
源
氏
以
外
の

「
今
は
ひ
と
つ
口
に
言
葉
な
ま
ぜ
ら
れ
そ
」（
常
夏　

三
・
二
四
七　

近
江
君
→
五
節
＝
侍
女
）

の
例
が
あ
る
。
こ
れ
で
は
も
は
や
用
例
の
検・

・

・

・

索
も
れ
（
論
文
結
論
部
の
言
）
な
ど
と
い
う
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
こ
に

「
検
索
も
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
氏
の
論
文
は
総
て
い
わ
ゆ
る
索
引
論
文
と
見
ら
れ
る
が
、
索
引
論
文
で
は
用
例
を
尽
す
こ
と
は

到
底
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
杜
撰
に
過
ぎ
る
。

以
上
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
る
・
ら
る
」
の
実
相
を
述
べ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
「
る
・
ら
る
」
の
用
法
が
話
し

手
、
聞
き
手
の
主
従
関
係
に
限
定
さ
れ
た
り
、
性
別
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
な
お
ま
た
、
こ
れ

は
到
底
「
公
的
」
と
称
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
内
輪
の
「
私
的
」
な
場
面
に
お
け
る
用
法
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
否
、

「
る
・
ら
る
」
を
公
私
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
意
味
は
全
然
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
氏
の
主
張
を
全
面
的
に
否
定
す
る
。
な

お
、
右
に
示
し
た
諸
例
は
禁
止
表
現
の
場
合
も
含
め
「
る
・
ら
る
」
の
敬
度
が
「
た
ま
ふ
」
に
比
し
低
い
こ
と
を
判
然
と
示
し

て
い
る
。

因
み
に
他
作
品
の
例
を
見
る
に
『
宇
津
保
物
語
』（「
新
編
」）
に
は
「
る
・
ら
る
」
の
命
令
表
現
の
例
が
三
二
例
あ
る
が
、

そ
の
多
く
は
朱
雀
帝
・
嵯
峨
院
・
今
上
か
ら
廷
臣
仲
忠
他
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
も
ま
た
「
給
ふ
」
に
比
し
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「
る
・
ら
る
」
の
敬
度
が
低
い
こ
と
の
確
実
な
証
左
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
氏
の
説
明
に
は
い
ま
一
つ
特
に
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
一
言
が
あ
る
。
そ
れ
は
例
文
⑥
に
先
立
つ
説
明
冒
頭
の

「
る
・
ら
る
」
は
公
的
敬
語
と
さ・

・れ
、

と
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
公
的
敬
語
」
と
い
う
タ
ー
ム
が
既
に
世
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
勿
論
こ
れ
は
全

く
の
詭
弁
、
虚
妄
で
あ
っ
た
が
、
愚
直
な
筆
者
は
こ
れ
を
あ
ま
り
に
も
正
直
に
と
り
過
ぎ
た
。
巧
み
な
氏
の
措
辞
に
乗
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
迂
闊
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
先
に
桜
井
氏
の
説
に
触
れ
た
の
も
徒
労
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
一
言
補
足

す
れ
ば
、
公
に
す
る
研
究
論
文
に
お
い
て
、
氏
が
恬
然
と
し
て
か
か
る
虚
構
の
用
語
を
振
り
翳
し
、
あ
ま
っ
さ
え
、
そ
れ
が
世

に
通
用
し
て
い
る
か
の
如
く
装
う
と
は
全
く
夢
寐
に
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
は
筆
者
の
［
研
究
者
性
善

観
］
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
素
朴
に
過
ぎ
た
。

な
お
、
こ
の
用
語
は
こ
の
反
論
以
後
全
く
影
を
潜
め
、
二
度
と
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
自
説
の
非
を
認
め
た
も
の
と
見

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

以
上
を
氏
の
反
論
Ａ
に
対
す
る
批
判
と
し
、
次
に
反
論
Ｂ
を
見
る
。

　
　

三
Ｂ　

ⓐ
乳
母
に
対
す
る
「
給
へ
」
を
根
拠
に
、
源
氏
は
丁・

・

・

・

・

寧
な
依
頼
を
し
て
い
る
と
あ
る
が
、

　
　

ⓑ
乳
母
と
女
房
に
対
す
る
使
い
分
け
が
問
題
で
あ
る
。

先
ず
ⓐ
に
つ
い
て
見
る
に
、
筆
者
は
前
掲
五
に
お
い
て
、「
丁
寧
な
依
頼
」
な
ど
と
い
う
表
現
を
全
然
し
て
い
な
い
。
右
は

信
じ
難
い
虚
妄
の
辞
で
あ
る
。
筆
者
は
「
源
氏
は
こ
の
場
で
、
決
し
て
女
房
達
に
尊
大
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
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い
」
と
指
摘
し
、
こ・

・

・
の
場
全
体
を
問
題
と
し
た
が
故
に
、
乳
母
に
対
す
る
敬
語
表
現
に
も
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右

ⓑ
で
、
殊
更
両
者
に
対
す
る
「
使
い
分
け
」
を
問
題
に
し
て
も
何
ら
反
論
の
意
味
は
な
い
。
そ
も
そ
も
Ｂ
は
筆
者
の
批
判
の
辞

を
歪
曲
、
虚
構
し
て
お
り
、
こ
れ
は
反
論
以
前
の
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
源
氏
が
両
者
に
対
す
る
敬
譲
表
現
を
区
別
し
て
い
る
の
は
源
氏
の
言
葉
遣
い
の
的
確
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
移
る
。
反
論
Ｃ
で

「
ま
ゐ
り
ね
」
は
紫
上
に
対
す
る
敬
意
は
あ
る
が
、
女
房
た
ち
に
は
な
い
。

と
言
う
。
氏
は
例
文
⑥
の
説
明
で
、
紫
上
に
対
す
る
敬
意
に
つ
い
て
は
全
く
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
紫
上
に
対
す
る
敬
意
を

指
摘
し
た
の
は
筆
者
の
批
判
五
に
お
い
て
で
あ
る
。
従
っ
て
右
は
筆
者
の
言
を
巧
み
に
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
筆
者
の
批
判

を
是
認
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
反
論
の
意
味
が
な
い
。
「
御
格
子
ま
ゐ
る
」
に
つ
い
て
以
下
細
説
す
る
。
「
御
格
子
ま
ゐ
る
」

と
は
、
上
位
者
に
対
す
る
奉
仕
と
し
て
格
子
を
上
げ
、
ま
た
は
お
ろ
す
意
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
一
種
の
連
語
、
成
句
と
見

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
氏
は
句
中
の
「
ま
ゐ
る
」
を
分
離
、
抽
出
し
、
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
共
に
「
伺
候
」
の
意
と
す

る
。
尋
常
で
は
考
え
ら
れ
な
い
誤
解
で
あ
る
。
な
お
、
単
独
の
「
ま
ゐ
る
」
に
も
伺
候
の
意
味
は
な
い
。

し
か
も
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
謙
譲
語
の
敬
意
の
対
象
を
話
し
手
源
氏
自
身
に
対
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
関
し
、
例
文
⑥
の
説
明
中
の
（
注
３
）
を
次
に
引
用
す
る
。

動
作
主
体
＝
聞
き
手
を
卑
下
す
る
機
能
を
持
つ
語
彙
は
、
単
な
る
命
令
よ
り
も
敬
意
が
下
が
る
表
現
で
あ
る
。
完
全
に
自

分
に
従
属
す
る
も
の
に
対
し
て
の・

・み
使
用
さ
れ
、
Ⅲ
（
筆
者
注
、
無
敬
語
）
よ
り
も
さ
ら
に
敬
意
度
の
低
い
段
階
を
形
成

す
る
こ
と
に
な
る
。

驚
く
べ
し
、
右
傍
線
部
は
例
文
⑥
の
説
明
、
更
に
は
例
文
そ
の
も
の
の
存
在
ま
で
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
氏
は
例

文
⑥
の
説
明
に
お
い
て
、「
相
手
は
他
家
の
女
房
で
あ
る
」
と
し
た
。
勿
論
こ
の
言
の
如
く
女
房
達
は
源
氏
に
従
属
し
て
い
な
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い
。
そ
し
て
ま
た
女
房
達
も
源
氏
を
「
単
な
る
客
人
と
理
解
し
て
い
る
」
と
す
る
。
即
ち
文
中
の
二
つ
の
謙
譲
語
は
「
完
全
に

自
分
に
従
属
す
る
も
の
に
対
し
て
の
み
使
用
さ
れ
」
た
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
こ
の
例
文
は
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
が
氏
の
謙
譲
語
に
つ
い
て
の
信
じ
難
い
ほ
ど
の
誤
解
に
因
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
氏
に
は
次
の
二
つ
の
謙

譲
語
の
敬
意
の
対
象
が
区
別
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

１　
（
紫
上
に
）「
ま
ゐ
れ
」・「
さ
ぶ
ら
へ
」
―
―
敬
意
の
対
象
「
紫
上
」

２　
（
わ
れ
に
）「
ま
ゐ
れ
」・「
さ
ぶ
ら
へ
」
―
―
敬
意
の
対
象
「
わ
れ
」

氏
は
謙
譲
語
を
総
て
２
と
解
す
る
。
２
し
か
無
い
の
で
あ
る
。

平
安
和
文
の
表
現
論
を
専
ら
と
す
る
研
究
者
が
謙
譲
語
に
つ
い
て
の
右
の
最
も
基
礎
的
、
初
歩
的
な
認
識
を
欠
く
。
こ
れ
は

ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
は
反
論
は
疎
か
そ
も
そ
も
論
文
が
成
り
立
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
例
文
⑥
の
説
明

及
び
（
注
３
）
は
こ
の
謬
妄
に
由
来
す
る
。
ま
こ
と
に
信
じ
難
い
こ
と
と
評
す
る
外
は
な
い
。

な
お
、
謙
譲
語
は
右
１
・
２
共
に
決
し
て
動
作
主
体
を
低
め
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
「
卑
下
」
と
は
自

ら
へ
り
く
だ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
聞
き
手
乃
至
第
三
者
を
「
卑
下
」
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
即
ち
源
氏
が
女
房
た
ち

の
行
為
を
「
卑
下
」
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
例
文
⑥
及
び
（
注
３
）
の
説
明
は
認
め
難
い
。

右
に
関
し
、
次
に
氏
の
「
科
研
費
報
告
書
」（
二
〇
〇
九
・
三
）
中
の
説
明
を
引
用
す
る
。
右
報
告
書
は
「
反
論
」
に
若
干
先

立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
反
論
内
容
と
の
関
係
に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

北
山
に
お
い
て
源
氏
は
来
訪
者
で
あ
る
か
ら
、
何
か
を
指
示
で
き
る
立
場
で
は
な
い
が
、
紫
上
の
保
護
者
気
取
り
で
女
房

た
ち
に
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
侍
ふ
」
の
よ
う
に
主
体
（
聞
き
手
）
卑
下
・
客
体
尊
敬
（
話・

・

・
し
手
）
が
セ
ッ
ト
さ

れ
て
い
る
こ
と
ば
を
使
い
、「
か
し
」
と
念
を
押
す
場
合
に
は
「
る
」
が
付
加
さ
れ
、
そ
の
失
礼
を
回
避
し
て
い
る
。

こ
れ
が
氏
の
そ
の
後
の
一
つ
の
帰
結
な
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
謬
妄
の
凝
結
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

右
は
「
侍
ふ
」
の
敬
意
が
「
話
し
手
」
源
氏
自
身
に
対
す
る
も
の
な
る
こ
と
を
確
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
侍
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ふ
」
は
尊
大
語
と
な
る
。
問
題
の
〈
依
頼
表
現
〉
以
後
十
数
年
を
経
て
い
る
が
遂
に
謙
譲
語
の
機
能
が
理
解
出
来
ず
に
い
る
の

で
あ
る
。
否
、
誤
解
は
一
層
明
確
に
な
っ
た
と
言
う
べ
き
か
。
も
は
や
頑
迷
と
評
す
る
外
は
な
い
。

し
か
も
こ
こ
で
は

謙
譲
語
＋
「
か
し
」

は
「
失
礼
」
だ
か
ら
、
そ
の
失
礼
を
「
る
」
に
よ
っ
て
回
避
し
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
論
理
に
は
た
だ
啞
然
と
す
る
。
本
報
告

書
で
は
「
る
・
ら
る
」
は
「
失
礼
を
回
避
」
す
る
も
の
と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
れ
を
要
約
し
て

主
体
尊
敬
の
形
式
に
は
、
「
給
ふ
」
型
と
「
る
・
ら
る
」
型
が
あ
る
が
、
後
者
は
尊
敬
と
い
う
よ
り
、
失
礼
の
緩
和
で
あ

る
。
（
傍
線
筆
者
）

と
言
う
。
更
に
こ
れ
を

行
為
指
定
に
関
わ
る
敬
語
形
式
の
選
択
規・

・則

だ
と
称
す
る
。
独
善
、
臆
断
も
こ
こ
に
極
ま
る
。
ま
さ
に
ド
グ
マ
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
は
あ
れ
ほ
ど
強
調
さ
れ
た
「
公
的
敬
語
」
な
る
言
葉
は
さ
ら
に
無
い
。
筆
者
の
批
判
に
対
す
る
反
論
の
核
心

で
も
あ
っ
た
こ
の
語
は
ど
こ
か
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
語
が
如
何
に
空
虚
な
幻
影
に
過
ぎ
ぬ
か
を
自
ら
表
明

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
問
題
の
例
文
を
「
北
山
」
で
の
こ
と
と
す
る
の
は
〈
依
頼
表
現
〉
以
来
の
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
如
く

氏
の
論
文
が
い
わ
ゆ
る
「
索
引
論
文
」
な
る
こ
と
の
端
的
な
表
れ
で
あ
る
。
か
か
る
場
面
の
誤
解
は
氏
の
論
に
頻
出
す
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
る
。
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四

本
題
に
戻
り
、
反
論
最
後
の
Ｄ
に
進
む
。
こ
こ
は
細
分
し
て
再
掲
す
る
。

　

Ｄ　

ⓐ 
「
か
し
」
が
丁
寧
で
あ
る
と
氏
は
述
べ
る
が
、

　
　
　

ⓑ 
ま
だ
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
行
う
よ
う
に
指
摘
す
る
の
は
、

　
　
　

ⓒ 

㋐
必
ず
し
も
、
丁
寧
と
は
限
ら
ず
、

　
　
　

 　

㋑
む
し
ろ
詰
問
の
口
調
を
帯
び
る
可
能
性
す
ら
あ
る
。

右
は
ま
た
し
て
も
筆
者
の
言
を
歪
曲
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
批
判
内
容
を
掏
り
替
え
偽
っ
た
の
で
は
既
に
反
論
た
り
得
な

い
。
右
は
虚
構
の
論
理
を
弄
ん
で
い
る
に
過
ぎ
ず
、
筆
者
の
批
判
と
は
全
く
何
の
関
係
も
な
い
。
こ
こ
は
要
す
る
に
ⓐ
を
否
定

し
、
む・

・

・
し
ろ
ⓒ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
歪
曲
を
前
提
に
そ
れ
を
「
む
し
ろ
」
と
言
お
う
が
、
あ
る
い
は
「
逆
に
」
と
言

お
う
が
そ
れ
は
到
底
寸
毫
も
反
論
と
し
て
の
意
味
が
な
い
。
以
下
細
説
す
る
。

先
ず
ⓐ
に
つ
い
て
言
う
。
筆
者
は
批
判
（
三
）
で
、

命
令
形
の
強
さ
を
和
ら
げ
、
優
し
さ
を
添
え
る
「
か
し
」
の
存
在
を
無
視
し
た
こ
と
も
（
誤
解
に
）
与
っ
て
い
よ
う
。

と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
「
か
し
」
に
つ
い
て
「
丁
寧
」
と
は
一
言
も
述
べ
て
い
な
い
。
先
の
Ｂ
で
も
、
筆
者
が
源
氏
の
言
を

「
丁
寧
」
と
し
て
い
る
と
曲
筆
す
る
が
、
筆
者
は
批
判
の
全
文
を
通
じ
て
全
く
唯
の
一
度
も
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
な
い
。
何

を
意
図
し
て
か
か
る
歪
曲
、
虚
妄
を
繰
り
返
す
の
か
。

続
く
ⓑ
で
は
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、「
か
し
」
は
「
ま
だ
や
っ
て
い
な
い
こ
と
を
行
う
よ
う
に
指・

・摘
す
る
」
も
の
だ
と
言
う
。

こ
れ
に
は
啞
然
と
し
た
。
命
令
表
現
は
総
て
「
ま
だ
や
っ
て
い
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
言
う
こ
と
勿
論
で
あ
っ
て
、
既
に
実
現

し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
右
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
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し
か
も
こ
れ
は
命
令
形
述
語
、
こ
こ
で
は
「
侍
は
れ
よ
」
の
機
能
で
あ
っ
て
、「
か
し
」
は
そ
れ
に
は
寸
毫
も
関
与
し
な
い
。

そ
も
そ
も
終
助
詞
「
か
し
」
が
右
の
如
き
文
相
当
の
具
体
的
な
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
な
ど
論
理
的
に
も
あ
り
得
な
い
。
即
ち

こ
れ
は
日
本
文
法
学
の
見
地
か
ら
も
完
全
に
否
定
さ
れ
る
。

な
お
、
ⓑ
文
末
の
用
語
「
指・

・摘
す
る
」
に
つ
い
て
一
言
す
る
。「
指
摘
」
と
は
「
指
示
」
と
違
っ
て
、
欠
点
・
不
満
・
間
違

い
・
疑
問
等
、
総
じ
て
謂
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
か
し
」
が
そ
の
よ
う
な
咎・

・め

立・

・て
す
る
こ
と
な
ど
絶
対
に
無
い
。

ⓒ
は
右
ⓑ
の
帰
結
で
あ
る
が
、
㋐
は
既
に
論
外
で
あ
る
か
ら
㋑
に
つ
い
て
見
る
。

「
詰
問
」
と
は
相
手
の
非
を
責
め
、
厳
し
く
問
い
詰
め
る
意
で
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
源
氏
は
女
房
た
ち
に
対
し
、
何
を
責
め
、

何
を
問
い
詰
め
て
い
る
の
か
。
更
に
右
で
確
認
し
た
如
く
ⓑ
は
命
令
表
現
一
般
の
機
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
命
令
表
現
は
総
て

「
詰
問
の
口
調
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
ⓑ
→
ⓒ
の
、
あ
ま
り
に
不
条
理
な
、
あ
ま
り
に
放
埓
な
妄
説

に
は
唯
た
だ
惘
然
、
絶
句
す
る
外
は
な
い
。

な
お
、
ⓒ
は
甚
だ
持
っ
て
回
っ
た
言
い
方
を
し
て
お
り
、
特
に
文
末
で
は
「
可
能
性
す・

・ら
あ
る
」
と
言
う
。
な
ら
ば
何
故
そ

れ
を
詳
ら
か
に
せ
ぬ
の
か
。

要
す
る
に
反
論
Ｄ
は
筆
者
の
批
判
の
歪
曲
、
捏
造
に
発
し
、
か
つ
は
「
か
し
」
に
つ
い
て
放
恣
極
ま
る
異
様
な
妄
説
を
主
張

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
こ
れ
は
反
論
以
前
の
問
題
で
あ
る
。

筆
者
は
拙
著
「
本
論　

第
六
章
」
に
お
い
て
『
源
氏
物
語
』
の
〈
命
令
形
＋
「
か
し
」〉
の
全
四
八
例
を
三
七
頁
に
亙
っ
て

具
に
検
討
し
て
い
る
。

右
の
「
か
し
」
の
例
を
話
し
手
、
聞
き
手
の
性
別
に
よ
っ
て
整
理
し
た
の
が
次
の
第
一
表
で
あ
る
。
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第
一
表
「
か
し
」
の
性
別
用
例
数

　

ニ ハ ロ イ

女→
女

女→

男

男→

女

男→

男

六

一

五

一

〇

七

五

三

二

九

三

一

六

二

総

数

四

八 八 六

三

二 二

か

し

七

・

五

一

一

・

三

一

〇

・

九

一

・

二

話

し

手→

聞

き

手

計

％

七

・

五

八

・

八

七

・

八

　

　
　

表
の
「
総
数
」
と
は
命
令
・
勧
誘
表
現
の
数
を
い
う
。
性
別
の
整
理
で
あ
る
か
ら
全
用
例
中
、
物
怪
・
神
仏
等
に
関
わ

る
二
七
例
は
除
外
し
て
あ
る
。
な
お
、
こ
の
二
七
例
中
に
「
か
し
」
の
例
は
な
い
。

右
に
は
話
し
手
・
聞
き
手
の
性
別
に
関
し
著
し
い
偏
り
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
ロ
の
例
が
そ
の
大
半
を
占
め
、
逆
に
イ
の
例
は

僅
か
に
二
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
端
的
に
「
か
し
」
の
意
味
、
そ
の
表
現
価
値
と
の
関
り
を
予
想
さ
せ
る
。
以
下
拙
著

の
結
論
を
抄
出
す
る
。「
か
し
」
は

命
令
形
で
言
い
放
っ
て
は
強
過
ぎ
る
場
合
、
そ
れ
を
和
ら
げ
、
優
し
く
丁
寧
に
相
手
に
説
き
聞
か
せ
る
調
子
の
語
で
あ

る
。「
か
し
」
を
添
え
た
文
は
命
令
と
い
う
よ
り
は
依
頼
乃
至
勧
誘
と
み
る
べ
き
も
の
が
多
い
。

そ
し
て
こ
れ
は
話
し
手
の
場
面
へ
の
顧
慮
、
相
手
の
立
場
や
心
情
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
激
情
を

そ
の
ま
ま
表
現
す
る
よ
う
な
場
面
で
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
。

優
し
さ
は
時
に
親
昵
あ
る
い
は
狎
昵
の
調
子
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
延
い
て
男
か
ら
男
へ
の
用
例
の
少
な
さ
、
特
に
大
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の
男
同
士
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ぬ
こ
と
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
見
解
は
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
、
平
安
時
代
の
物
語
・
日
記
等
二
四
作
品
中
の
計
一
八
九
例
に
も
そ
の
ま
ま

適
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
若
干
の
例
を
示
す
。
先
ず
用
例
の
多
い
源
氏
に
つ
い
て
見
る
に
「
か
し
」
の
全
一
七
例
は
総
て
女
性
に
対
す
る
も
の
で

あ
る
。

げ
に
と
ほ
ほ
笑
ま
れ
た
ま
ひ
て
、
「
げ
に
、
い
づ
れ
か
狐
な
ら
ん
な
。
た
だ
は
か
ら
れ
た
ま
へ
か
し
」
と
な・

・

・

・

つ
か
し

げ・

・

・

・

・

・

・

に
の
た
ま
へ
ば
、
女
も
い
み
じ
く
な
び
き
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た
り
。
（
夕
顔　

一
・
一
五
四
）

右
は
源
氏
が
名
も
知
れ
ぬ
夕
顔
の
女
を
誘
う
言
葉
で
あ
る
が
、
傍
点
部
に
見
る
如
く
そ
の
言
葉
は
優
し
い
。

北
山
で
若
紫
の
素
性
を
聞
い
た
源
氏
は
、
僧
都
や
女
房
に
尼
君
へ
の
と
り
な
し
を
依
頼
す
る
。

「
お
の
づ
か
ら
、
さ
る
や
う
あ
り
て
聞
こ
ゆ
る
な
ら
ん
と
思
ひ
な
し
た
ま
へ
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
入
り
て
聞
こ

ゆ
。（
若
紫　

一
・
二
一
六　

源
氏
→
紫
上
女
房
）

こ
れ
も
依
頼
者
と
し
て
の
言
で
、
源
氏
は
女
房
に
対
し
て
も
「
た
ま
ふ
」
を
繰
り
返
し
、
ま
た
③
型
（「
聞
こ
え
た
ま
ひ
て

む
や
」）
に
よ
る
間
接
・
婉
曲
的
な
表
現
を
し
て
い
る
（
省
略
部
）。
即
ち
源
氏
の
言
葉
は
鄭
重
で
優
し
い
の
で
あ
る
。

匂
宮
の
例
を
見
る
。
匂
宮
の
女
に
対
す
る
命
令
表
現
は
一
八
例
あ
る
が
、
そ
の
三
分
の
一
に
当
る
六
例
に
「
か
し
」
が
見
ら

れ
る
。
こ
の
使
用
率
の
高
さ
は
他
に
類
が
な
い
。「
あ
だ
人
」
ら
し
く
女
性
の
接
し
方
が
殊
に
優
し
い
の
で
あ
る
。
い
ま
問
題

の
部
分
の
み
抄
出
す
る
。

う
ち
語
ら
ひ
た
ま
へ
か
し
。
（
早
蕨　

匂
宮
→
中
君
）

さ
し
い
ら
へ
し
た
ま
へ
か
し
。
（
宿
木　

同
）

今
は
の
た
ま
へ
か
し
。
（
浮
舟　

同
）

今
日
は
物
忌
な
ど
言
へ
か
し
。
…
た
が
た
め
に
も
思
へ
か
し
。
（
浮
舟　

匂
宮
→
右
近
）
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我
が
も
と
に
あ
れ
か
し
。
（
蜻
蛉　

匂
宮
→
侍
従
）

浮
舟
へ
の
愛
の
故
に
そ
の
侍
女
の
右
近
・
侍
従
に
対
し
て
も
優
し
く
接
す
る
。
以
前
は
な
に
ば
か
り
の
者
で
も
な
か
っ
た
侍

従
で
あ
る
が
、
な
き
浮
舟
の
ゆ
か
り
の
故
に
「
睦
し
く
あ
は
れ
に
思
さ
」
れ
て
、
侍
女
と
し
て
傍
ら
に
置
こ
う
と
す
る
。
た
だ

し
「
我
が
も
と
に
あ
れ
」
あ
る
い
は
「
我
が
も
と
に
さ
ぶ
ら
へ
」
と
言
い
放
つ
の
で
は
な
い
、「
我
が
も
と
に
あ
れ
か・

・し
」
と

優
し
く
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
匂
宮
の
対
極
に
あ
る
の
が
柏
木
で
あ
る
。
柏
木
の
女
に
対
す
る
命
令
表
現
は
一
一
例
見
ら
れ
る
が
そ
こ
に
「
か
し
」
の

例
は
皆
無
で
あ
る
。

柏
木
は
女
三
の
宮
の
代
わ
り
に
そ
の
姉
二
の
宮
を
妻
に
迎
え
る
が
、
な
お
女
三
の
宮
へ
の
思
慕
を
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
柏
木
が
女
三
の
宮
の
侍
女
小
侍
従
を
語
ら
い
、
強
引
に
手
引
き
を
依
頼
す
る
時
、
柏
木
は
必
死
な
の
で
あ
る
。
冷
静
さ
を

欠
き
、
ひ
た
す
ら
懇
願
、
嘆
願
す
る
柏
木
に
は
相
手
の
立
場
や
心
情
を
顧
み
る
余
裕
は
な
い
。
女
三
の
宮
に
対
し
て
も
「
あ
は

れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
と
お
ど
し
聞
ゆ
る
」
時
、
柏
木
に
は
何
も
見
え
て
い
な
い
。
た
だ
自
ら
の
激
情
を
直
接
的
、
直
線
的

に
相
手
に
ぶ
つ
け
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
表
現
を
和
ら
げ
、
優
し
く
相
手
に
語
り
掛
け
る
「
か
し
」
の
入
り
込
む
余
地
は

な
い
。
激
情
と
「
か
し
」
と
は
共
起
し
な
い
の
で
あ
る
。

右
と
全
く
同
様
の
例
が
『
宇
津
保
物
語
』
に
見
え
る
。

「
あ・

・

・
が
仏
、
助
け
給
へ
。
…
よ
き
に
聞
こ
え
給
へ
」
…
「
あ・

・

・
が
仏
、
…
な
ほ
な
ほ
も
の
聞
え
む
。
た
ば
か
り
給
へ
。
お

ぼ
ろ
げ
に
て
は
か
く
聞
こ
え
じ
。
身
の
内
に
火・

・

・

・

・

・

・

の
燃
ゆ
る
心
地
す
れ
ば
ぞ
や
。
助
け
給
へ
」
と
、
血・

・

・
の
涙
を
流
し
て

の
た
ま
へ
ば
、（
菊
の
宴　

源
実
忠
→
兵
衛
の
君
）

こ
れ
は
あ
て
宮
の
懸
想
人
実
忠
の
、
あ
て
宮
の
女
房
兵
衛
の
君
に
対
す
る
嘆
願
、
愁
訴
の
言
で
あ
る
。「
火
の
燃
ゆ
る
心
地
」

か
ら
「
血
の
涙
」
を
流
し
て
「
助
け
給
へ
」「
助
け
給
へ
」
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
「
あ
が
仏
」
も
相
手

に
縋
り
つ
く
よ
う
な
響
き
を
持
つ
。
か
か
る
場
面
に
表
現
を
和
ら
げ
、
平
静
に
相
手
に
説
き
聞
か
せ
る
よ
う
な
「
か
し
」
が
用
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い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

以
上
、
前
述
柏
木
や
右
実
忠
の
言
に
「
か
し
」
の
例
が
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
、
謂
わ
ば
逆
光
に
よ
っ
て
「
か
し
」
の
表
現
価
値

を
窺
わ
せ
る
も
の
と
言
え
よ
う
と
思
う
。

次
に
女
か
ら
男
へ
の
例
と
し
て
紫
上
か
ら
源
氏
に
対
す
る
場
合
を
見
る
。

（
紫
上
が
）
や
が
て
（
源
氏
の
）
御
膝
に
よ
り
か
か
り
て
寝
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
（
源
氏
は
）
い
と
心
苦
し
う
て
、

「
今
宵
は
出
で
ず
な
り
ぬ
」
と
の
た
ま
へ
ば
…
「
さ
ら
ば
寝
た
ま
ひ
ね
か
し
」
と
あ
や
ふ
げ
に
思
ひ
た
ま
へ
れ
ば
、
か

か
る
を
見
棄
て
て
は
、
い
み
じ
き
道
な
り
と
も
、
お
も
む
き
が
た
く
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。（
紅
葉
賀　

一
・
三
三
四
）

紫
上
は
こ
の
時
一
一
歳
、
年
齢
に
比
し
て
言
動
は
甚
だ
子
め
か
し
く
、
乳
母
に
注
意
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
「
寝
た
ま
ひ

ね
か
し
」
と
い
う
表
現
も
幼
い
言
葉
つ
き
で
、「
御
殿
籠
れ
」
と
い
っ
た
改
ま
っ
た
言
葉
遣
い
で
は
な
い
。
更
に
こ
の
「
か
し
」

に
も
甚
だ
打
ち
解
け
た
調
子
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
優
し
さ
は
時
に
こ
う
し
た
親
昵
の
調
子
を
帯
び
る
が
、
そ
れ
は
男
同
士
で
は

使
い
に
く
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

前
述
の
如
く
男
か
ら
男
へ
の
「
か
し
」
の
例
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
次
に
匂
宮
の
例
を
見
る
。

「
内
裏
な
ら
で
（
私
の
二
条
院
の
）
心
や
す
き
所
に
も
、
時
々
は
遊
べ
か
し
。（
二
条
院
は
）
若
き
人
ど
も
の
そ
こ
は

か
と
な
く
集
ま
る
所
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。（
紅
梅　

五
・
五
〇　

匂
宮
→
大
夫
の
君
）

右
は
匂
宮
の
、
幼
い
大
夫
の
君
（
殿
上
童
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
特
殊
な
愛
情
関
係
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
て

い
る
。
匂
宮
の
言
葉
が
甚
だ
優
し
い
感
じ
で
あ
る
の
も
そ
こ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

男
か
ら
男
へ
の
残
る
一
例
を
引
く

「
わ
ざ
と
（
右
大
臣
の
迎
え
が
）
あ
め
る
を
、
早
う
も
の
せ
よ
か
し
。（
弘
徽
殿
腹
の
）
女
御
子
た
ち
な
ど
も
生
ひ
出

づ
る
所
な
れ
ば
、
な
べ
て
の
さ
ま
に
は
思
ふ
ま
じ
き
を
」
な
ど
の
た
ま
は
す
。（
花
宴　

一
・
三
六
四　

桐
壺
帝
→
源

氏
）
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右
は
右
大
臣
邸
の
藤
の
宴
に
招
か
れ
た
源
氏
に
、
父
帝
が
訪
問
を
促
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
無
敬
語
で
あ
る
が
「
か
し
」

を
添
え
て
優
し
い
。
な
お
、
こ
れ
は
成
人
男
子
間
の
唯
一
の
例
で
あ
る
。

以
上
「
か
し
」
の
多
数
の
用
例
を
見
て
来
た
。
何
れ
も
命
令
形
の
強
さ
を
和
ら
げ
、
優
し
さ
を
添
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
現
行
古
語
辞
典
の
一
に
見
る
「
か
し
」
の
見
解
を
参
照
す
る
。
そ
こ
で
は
「
か
し
」
に
つ
い
て
、

強
め
た
り
、
念
を
押
し
て
い
う
気
持
ち
、
ま
た
、
と
き
に
は
や
わ
ら
か
く
も
ち
か
け
た
り
す
る
気
持
ち
を
添
え
る
の
に
用

い
ら
れ
る
。
…
ね
。
…
よ
。
…
な
あ
。

と
し
て
用
例
を
挙
げ
、
次
に
「
解
説
」
と
し
て
、

命
令
（
禁
止
）
の
表
現
に
添
え
る
と
、
強
く
押
し
付
け
る
気
持
ち
に
な
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
や
す
い
が
、
使
わ
れ
た
場

面
か
ら
見
る
と
、
や
わ
ら
か
に
丁
寧
に
い
う
気
持
ち
ら
し
い
。（『
例
解
古
語
辞
典
』
三
省
堂
傍
線
筆
者
）

と
す
る
。
ま
さ
に
我
が
意
を
得
た
り
の
感
を
強
く
す
る
。

問
題
の
例
文
「
侍
は
れ・

・

・

・

よ
か
し
」
も
軽
い
敬
意
を
含
め
た
命
令
形
に
「
か
し
」
を
添
え
て
和
ら
げ
た
形
で
、
優
し
く
命
じ
て

い
る
も
の
と
確
言
す
る
。

　

む
す
び

以
上
、
氏
の
反
論
の
総
て
を
検
討
し
た
。

冒
頭
に
再
掲
し
た
筆
者
の
複
数
頁
に
及
ぶ
詳
細
な
批
判
に
対
し
て
反
論
は
僅
々
数
行
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
量
的
な
乏
し
さ
は

ま
た
直
ち
に
そ
の
質
の
不
毛
、
不
当
に
つ
な
が
る
。

初
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
筆
者
の
批
判
に
対
し
一
と
し
て
ま
と
も
に
応
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
の
み
な
ら　
　

ず
、
こ
れ
は
繰
り
返
し
筆
者
の
批
判
内
容
を
歪
曲
す
る
と
共
に
、
あ
り
得
な
い
詐
妄
の
言
を
弄
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
反
論
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Ｄ
は
そ
の
極
を
な
し
、
ま
さ
に
言
語
道
断
と
評
し
て
お
く
。

一
方
筆
者
が
批
判
の
中
心
と
し
た
肝
心
の
謙
譲
語
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
一
言
半
句
も
触
れ
な
い
。
詭
弁
し
得

ぬ
こ
と
に
は
触
れ
ず
に
お
く
に
如
く
は
な
い
。
不
可
触
、
不
可
触
。
こ
れ
は
氏
の
常
套
の
手
法
で
あ
る
。

要
す
る
に
こ
こ
に
は
批
判
に
対
し
て
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
誠
実
さ
が
微
塵
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
の
内
容
に
も
全

く
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
筆
者
は
こ
れ
を
全
否
定
す
る
。

（
依
拠
し
た
本
文
の
所
在
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
氏
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の
巻
名
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
筆
者
は
近
時
の
読

者
の
便
を
考
え
、「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
り
、
そ
の
巻
名
・
冊
・
頁
を
記
し
た
。）
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献
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