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中
村
　
幸
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
：
主
部
の
い
ろ
い
ろ
、
述
部
の
い
ろ
い
ろ
、
コ
ソ
係
結

名
詞
文
、
コ
ソ
係
結
動
詞
文
、
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文

ま
え
が
き

　
『
無
名
草
子
』
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
以
下
、
新
全

集
本
と
呼
ぶ
）『
松
浦
宮
物
語
／
無
名
草
子
』
で
そ
の
ペ
ー
ジ
数
を

確
認
す
る
と
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
か
ら
二
八
五
ペ
ー
ジ
八
行
ま
で
の

一
一
一
ペ
ー
ジ
八
行
で
あ
る
。そ
の
文
章
構
成
は
、「
ま
た
、」で
次
々

と
展
開
し
て
い
っ
て
い
て
、
段
落
と
し
て
区
切
る
意
識
が
ま
っ
た
く

見
ら
れ
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
序
も
終
章
も
、
鮮
明
に
そ
れ

と
わ
か
る
表
現
が
配
さ
れ
て
い
る
。
序
は
、
こ
の
評
論
集
の
筆
録
者

の
役
割
を
担
う
老
尼
に
よ
っ
て
歴
史
物
語
の
体
裁
を
借
り
て
述
べ
ら

れ
る
。
老
尼
が
最
勝
光
院
の
門
内
に
入
る
と
持
仏
堂
が
あ
り
、
若
い

女
房
た
ち
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
た
の
で
、
法
華
経
の
末
尾
を
読
ん
で

聞
か
せ
る
。
夜
も
更
け
、
一
部
の
女
房
は
姿
を
消
す
が
、
残
っ
た
三
、

四
人
が
次
々
に
語
り
始
め
る
。
物
語
の
批
評
、
撰
集
の
批
評
、
女
性

の
批
評
と
続
い
て
、
終
章
は
、
男
性
の
批
評
や
天
皇
の
お
話
は
『
世

継
』『
大
鏡
』を
ご
覧
く
だ
さ
い
と
任
せ
て
、終
わ
る
と
も
な
く
終
わ
っ

て
い
る
。
新
全
集
本
は
、
そ
の
一
一
一
ペ
ー
ジ
八
行
を
〔
一
〕
か
ら

〔
六
四
〕
ま
で
に
区
切
っ
て
、
見
出
し
を
付
随
し
て
く
れ
て
あ
る
。

そ
こ
に
、
二
四
五
語
の
コ
ソ
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
し
か
も
、〔
八
〕

か
ら
〔
四
七
〕
ま
で
に
、
そ
の
コ
ソ
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
き
ご
ろ
、
筆
者
は
、
擬
古
文
『
徒
然
草
』
の
コ
ソ
係
結
文
の
コ

『
無
名
草
子
』
コ
ソ
係
結
文
の
文
構
造

―
主
部
の
い
ろ
い
ろ
に
付
随
す
る
コ
ソ
と
結
び
述
部
の
い
ろ
い
ろ
―
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ソ
が
ど
の
よ
う
な
文
の
成
分
に
付
随
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
整

理
し
て
発
表
す
る
機
会
を
得
た

（
1

（
注

。
そ
の
折
は
、『
徒
然
草
』
と
い
う

注
釈
の
行
き
届
い
た
作
品
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
調
査
対
象
と
し

た
コ
ソ
係
結
文
の
文
意
の
読
み
取
り
で
悩
む
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
『
無
名
草
子
』
に
は
、
係
結
の
結
び
の
流
れ

や
省
略
や
、
現
代
の
論
理
に
は
一
致
し
な
い
係
結
関
係
用
例
な
ど
も

見
ら
れ
た
。
加
え
て
筆
者
の
読
解
力
を
も
っ
て
し
て
は
そ
の
読
み
取

り
に
躊
躇
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
何
度
か
の
中
断
が
あ
っ
た
こ
と
を

告
白
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
久
し
く
筆
者
は
、
文
を
直
接
的
に
構
成
す
る
文
の
成
分
を

部
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
て
き
て
い
る

（
2

（
注

。
そ
の
姿
勢
で
『
無
名
草
子
』

の
コ
ソ
係
結
文
を
見
た
と
き
、
長
く
漠
然
と
認
識
し
て
い
た
述
部
が

名
詞
に
断
定
の
助
動
詞
を
付
け
た
も
の
で
あ
る
か
、
動
詞
（
に
助
動

詞
を
付
け
た
も
の
な
ど
）
で
あ
る
か
、
形
容
詞
（
や
形
容
動
詞
に
助

動
詞
を
付
け
た
も
の
な
ど
）
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
名
詞
文
・
動
詞

文
・
形
容
詞
文
と
す
る
視（

（

（
注

点
で
捉
え
て
い
く
必
要
を
強
く
感
じ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
主
部
と
呼
ん
で
よ
い
文
の
成
分

に
付
随
す
る
コ
ソ
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
コ
ソ
が
付
随

し
た
主
部
が
構
成
す
る
、
そ
の
コ
ソ
係
結
文
は
、『
無
名
草
子
』
の

場
合
、
六
と
お
り
の
別
が
あ
る
も
の
と
見
え
て
き
た
。

　

小
稿
は
、
そ
の
報
告
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
著
作
者
・
藤
原

俊
成
女
が
そ
の
よ
う
な
と
お
り
の
構
文
を
蓄
え
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

一
　
主
部
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名
詞
文

　

古
典
語
和
文
の
名
詞
文
は
、
そ
の
述
部
が
名
詞
に
断
定
の
助
動
詞

「
な
り
」
が
付
い
て
い
る
文
に
限
ら
れ
る
。
末
尾
に
コ
ソ
が
付
随
し

た
主
部
の
場
合
、そ
の
名
詞
文
の
述
部
は
名
詞
に
断
定
の
助
動
詞「
な

り
」
の
已
然
形
「
な
れ
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
に
は
、
そ
の
「
な
れ
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
に
て

あ
れ
」「
に
て
は
べ
れ
」
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑴
…
、
涙　
　

 

、
い
と
あ
は
れ
な
る
も
の
に
て
は
べ
れ
。（
五
〔
捨

て
が
た
き
ふ
し
―
涙
〕
一
八
四
⑮
～
一
八
五
①
）

　

右
の
⑴
の
文
末「
に
て
は
べ
れ
。」は
、「
な
れ
」に
接
続
助
詞「
て
」

が
介
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
中
古
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
現
れ
た

「
に
て
あ
れ
」
の
「
あ
れ
」
が
丁
寧
語
「
は
べ
れ
」
に
言
い
換
え
ら

こ
そ
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れ
た
表
現
で
あ
る
。

○
宮
の
大
将　
　

 

、
い
と
よ
き
人
に
て
あ
れ
。（
四
四
〔
緒
絶
え
の

沼
〕
二
五
五
⑪
）

　

右
例
は
人
物
名
を
主
部
に
し
た
コ
ソ
係
結
名
詞
文
で
、
こ
こ
も
、

「
な
れ
」に「
て
」を
介
在
さ
せ
た
、当
代
の
新
し
い
表
現
で
あ
っ
た
。

⑵
ま
た
、「『
み
つ
の
浜
松
』　　

 

、｛『
寝ね

覚ざ
め

』『
狭さ
ご
ろ
も衣

』
ば
か
り
の

世
の
覚
え
は
な
か
め
れ
ど
、｝
言こ

と

葉ば

遣づ
か

ひ
、
あ
り
さ
ま
を
は
じ
め
、

何
事
も
め
づ
ら
し
く
、
あ
は
れ
に
も
い
み
じ
く
も
、
す
べ
て
物
語

を
作
る
と
な
ら
ば
、
か
く
こ
そ
あ
る
べ
け
れ
、
と
お
ぼ
ゆ
る
も
の

に
て
は
べ
れ
。（
二
八
〔
み
つ
の
浜
松
〕
二
二
五
①
～
⑤
）

　

右
⑵
は
作
品
名
を
主
部
に
し
て
い
て
、
そ
の
印
象
を
紹
介
し
た
長

い
述
部
で
あ
る
。
コ
ソ
を
付
け
た
主
部
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名
詞

文
で
あ
る
。そ
の
述
部
に
は
引
用
文
が
含
ま
れ
て
い
て
、そ
こ
に
も
、

指
示
語
副
詞「
か
く
」に
コ
ソ
が
付
い
た
コ
ソ
係
結
文
が
見
ら
れ
る
。

こ
そ

こ
そ

○
『
寝ね

覚ざ
め

』　　

 

、｛
取
り
立
て
て
い
み
じ
き
ふ
し
も
な
く
、
ま
た
、

さ
し
て
め
で
た
し
と
言
ふ
べ
き
と
こ
ろ
な
け
れ
ど
も
、｝
は
じ
め

よ
り
、
た
だ
、
人
ひ
と
り
の
こ
と
に
て
散
る
心
も
な
く
、
し
め
じ

め
と
あ
は
れ
に
、心
入
り
て
作
り
出い

で
け
む
ほ
ど
思
ひ
や
ら
れ
て
、

あ
は
れ
に
あ
り
が
た
き
も
の
に
て
は
べ
れ
。（
二
三
〔
夜
の
寝
覚
〕

二
二
四
⑪
～
⑮
）

　

右
例
も
ま
た
、
述
部
の
長
い
、
作
品
名
が
主
部
と
な
っ
て
い
る
コ

ソ
係
結
名
詞
文
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
作
品
名
に
コ
ソ
が
付
随
し

て
主
部
と
な
っ
て
い
る
コ
ソ
係
結
名
詞
文
は
、
他
に
二
例
あ
っ
て
、

う
ち
一
例
は
述
部
末
尾
が
「
…
さ
ま
な
れ
。」
と
な
っ
て
い
る
（
三
八

〔
海
人
の
刈
藻
〕二
四
八
⑨
～
⑫
）と
、い
ま
一
例
は
述
部
末
尾
が「
…

さ
ま
に
は
べ
る
め
れ
。」
と
な
っ
て
い
る
（
四
六
〔
今
の
世
の
物
語
〕

二
五
七
⑥
～
⑧
）
と
で
あ
る
。
ま
た
、
主
部
が
「『
博
雅
三
位
だ
に

か
ば
か
り
の
音ね

は
弾
き
た
ま
は
ず
』
と
時
の
人
褒ほ

め
は
べ
り
け
る
ほ

ど
こ
そ
、」
と
あ
っ
て
、
兵

ひ
ょ
う

衛え
の

内な
い
し侍
の
稀
有
な
存
在
を
評
価
す
る
、

そ
の
述
部
末
尾
が
「
…
こ
と
に
て
は
べ
れ
。」
と
な
っ
て
い
る
（
五
八

〔
女
の
論
―
兵
衛
内
侍
〕
二
七
五
⑧
～
⑩
）
も
見
ら
れ
た
。

こ
そ
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⑶
少
し
も
の
な
ど
思
へ
る　
　

 

、
人
は
心
苦
し
き
ふ
し
に
て
あ
れ
。

（
二
一
〔
狭
衣
物
語
―
人
の
論
〕
二
二
二
②
～
③
）

　

右
⑶
は
、『
狭
衣
物
語
』
の
な
か
で
源
氏
の
君
と
呼
ば
れ
た
皇
女

に
つ
い
て
、
す
ば
ら
し
い
け
れ
ど
も
好
意
が
持
て
な
い
と
述
べ
た
後

の
一
文
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
般
論
と
し
て
、
少
々
物
思
い
を
し
て

い
る
ほ
う
が
、同
情
で
き
る
点
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
、

こ
の
一
文
で
あ
る
。
そ
の
「
人
は
」
は
、
人
は
総
じ
て
と
か
、
人
は

誰
し
も
と
か
の
意
で
、挟
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
コ
ソ
が
付
随
し
た
主
部
が
構
成
す
る
コ

ソ
係
結
名
詞
文
が
八
例
検
出
で
き
た
。

　

以
下
に
、
主
部
に
付
く
コ
ソ
が
コ
ソ
係
結
名
詞
文
を
構
成
し
よ
う

と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
二
例
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

○
物
語
に
と
り
て
は
、蓬よ

も
ぎの

宮　
　

 

い
と
あ
は
れ
な
る
人〔　
　

〕。

（
三
一
〔
玉
藻
〕
二
四
〇
⑤
）

　

右
用
例
の
空
欄
部
に
は
、「
な
れ
」
な
り
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

こ
そこ

そ

ン
な
り
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

○
ま
た
、「『
と
り
か
へ
ば
や
』　　
　

 

、
続
き
も
わ
ろ
く
、
も
の
恐

ろ
し
く
、
お
び
た
た
し
き
気け

し
た
る
も
の
の
さ
ま
〔　
　

〕、
な

か
な
か
、
い
と
め
づ
ら
し
く
こ
そ
思
ひ
寄
り
た
め
れ
。（
三
一
〔
玉

藻
〕
二
四
〇
⑭
～
二
四
一
①
コ
ソ
ハ
）

　

右
用
例
の
空
欄
部
に
は
、「
な
れ
」
が
想
定
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
さ
ら
に
接
続
助
詞
「
ど
」
が
加
え
ら
れ
て
、
逆
接
の
関
係
で

続
く
表
現
へ
と
展
開
し
て
い
く
も
の
と
読
み
と
る
こ
と
が
き
る
。

　

既
に
確
認
し
た
主
部
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名

詞
文
八
例
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
二
例
と
の
、
都
合
十
例
の
存
在
を

本
節
の
用
例
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

本
節
に
お
い
て
検
出
し
、
観
察
し
て
き
た
、
主
部
に
付
随
す
る
コ

ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名
詞
文
は
、
第
六
節
に
お
い
て
取
り
上
げ

る
題
述
文
「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
が
、
そ
の
「
は
あ
れ
」
の

上
に
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
に
相
当
す
る
「
に
」
を

挟
み
込
む
よ
う
に
な
っ
た
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い

る
。
追
っ
て
、
第
六
節
に
お
い
て
詳
述
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

こ
そ
は
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二
　
主
部
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文

　

具
体
的
な
人
間
が
主
部
と
な
っ
て
、
そ
の
動
作
を
表
す
動
詞
が
述

部
と
な
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文
は
、
こ
の
『
無
名
草
子
』
に
あ
っ
て
は
、

極
め
て
稀
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑷
国く

に

基も
と

と
申
す
歌う

た

詠よ

み　
　

 
、『
我
が
歌
は
、
万
葉
集
を
も
ち
て
か

か
り
所
に
す
る
』
と
は
申
し
け
れ
。（
四
八
〔
撰
集
〕
二
五
九
⑧

～
⑨
）

　

国
基
と
い
う
歌
人
が
「
万
葉
集
を
も
っ
て
拠よ

り
所ど
こ
ろに

し
て
い
る
」

と
申
し
た
そ
う
で
す
、
と
、
そ
の
人
物
の
具
体
的
な
動
作
（
発
言
行

為
）
を
述
べ
て
い
る
、
極
め
て
稀
な
用
例
で
あ
る
。

○
ま
た
、
宮
宰さ

い

相し
や
う　

　

 

、
い
と
心
お
く
れ
た
れ
。（
三
四
〔
今
と

り
か
へ
ば
や
〕
二
四
五
③
）

　
「（
心
）
お
く
る
」
と
い
う
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

動
詞
述
部
文
と
は
し
て
み
た
も
の
の
、
存
続
の
助
動
詞
「
た
れ
（
→

こ
そ

こ
そ

た
り
）」
で
結
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
性
情
を
い
っ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
形
容
詞
述
部
文
性
が
感
じ
と
れ
て
く
る
用

例
で
あ
る
。
形
容
詞
を
修
飾
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
副
詞
「
い
と
」

が
そ
の
「
心
お
く
れ
た
れ
。」
を
修
飾
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

そ
れ
が
証
明
さ
れ
よ
う
。（
三
四
〔
今
と
り
か
へ
ば
や
〕
二
四
六
①

～
②
）
の
述
部
「（
い
み
じ
く
）
心
劣
り
す
れ
。」
も
（
五
〇
〔
撰
集

と
女
〕
二
六
二
⑪
～
⑭
）
文
中
の
⑬
～
⑭
）
の
述
部
「
入
り
て
は
べ

る
め
れ
。」
も
、
品
詞
と
し
て
は
動
詞
で
あ
っ
た
り
、
動
詞
に
始
ま

る
文
の
成
分
で
あ
っ
て
も
、
心
情
や
状
態
を
表
し
て
い
て
、
形
容
詞

述
部
文
性
の
感
じ
と
れ
る
用
例
で
あ
る
。

⑸
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
そ
の
こ
と
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
ぼ
ゆ
る

ふ
し
ぶ
し　
　

 

は
べ
れ
。（
三
〇
〔
み
つ
の
浜
松
〕
二
三
八
⑭
～

⑮
）

　

右
⑸
の
主
部
「
そ
の
こ
と
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
ぼ
ゆ
る
ふ
し

ぶ
し
こ
そ
」
の
「
ふ
し
ぶ
し
」
は
、
い
く
つ
か
の
点
を
意
味
し
、
そ

の
「
点
」
は
、
問
題
と
な
る
事
柄
を
指
し
て
い
て
、
形
式
名
詞
性
の

名
詞
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
述
部
は
、「
あ
り
」
か
「
な
し
」

こ
そ
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か
に
限
ら
れ
て
、
こ
の
述
部
も
、
存
在
を
表
し
て
い
て
動
作
を
表
し

て
は
い
な
い
の
で
、
形
容
詞
述
部
に
近
い

（
4

（
注

も
の
と
見
え
て
く
る
。

（
二
五
〔
夜
の
寝
覚
―
め
で
た
き
人
〕
二
二
九
⑦
）
は
、
挿
入
文
と

し
て
の
「｛
心
よ
り
外
な
る
こ
と
こ
そ
あ
ら
め
、｝」
だ
が
、
こ
の
用

例
も
、
述
部
は
「
あ
れ
」
の
推
量
形
「
あ
ら
め
」
で
あ
る
。（
二
一
｛
狭

衣
物
語
―
人
の
論
｝
二
二
二
⑮
モ
コ
ソ
か
シ
モ
コ
ソ
か
）
も
、
挿
入

文
と
し
て
の
「｛
人
し
も
こ
そ
あ
れ
、｝」
で
あ
る
。（
二
四
〔
夜
の
寝

覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕
二
二
八
⑮
～
二
二
九
①
モ
コ
ソ
）
は
、
和
歌

に
見
る
用
例
だ
が
、「
憂
き
も
こ
そ
あ
れ
」
の
「
も
こ
そ
」
ま
で
が

共
通
す
る
、
述
部
「
あ
れ
」
の
用
例
で
あ
る
。

○
何
の
至
り
な
き
女
の
し
わ
ざ
と
言
ひ
な
が
ら
、
む
げ
に
心
劣
り

　
　

 

し
は
べ
れ
。（
二
二
〔
狭
衣
物
語
―
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き

こ
と
〕　

⑥
～
⑦
文
中
の
⑦
）

　

右
用
例
は
、
主
部
「
心
劣
り
こ
そ
」
に
述
部
「
し
は
べ
れ
。」
が

応
じ
て
い
る
動
詞
述
部
文
で
あ
る
が
、
複
合
動
詞
「
心
劣
り
す
」
に

コ
ソ
が
介
在
し
た
表
現
に
丁
寧
の
補
助
動
詞
「
は
べ
り
」
を
付
け
て

結
び
と
さ
せ
た
係
結
文
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
「
し
（
→

こ
そ

す
）」は
自
動
詞
で
、感
じ
ら
れ
る
意
で
あ
る
。心
情
を
い
っ
て
い
て
、

形
容
詞
述
部
文
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
え
て
こ
よ
う
。（
二
四

〔
夜
の
寝
覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕
二
二
七
⑭
～
⑮
）
も
、
主
部
「
現

の
心
地
こ
そ
」
に
述
部
「
せ
ね
」
が
続
い
て
い
て
、
主
部
に
付
く
コ

ソ
が
構
成
し
て
い
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文
で
あ
る
。
そ
の
「
せ
」
が
サ

変
動
詞
「
す
」
の
未
然
形
で
、「
ね
」
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の

已
然
形
で
あ
る
。
こ
の
「
す
」
も
自
動
詞
で
、「
せ
ね
」
で
感
じ
ら

れ
な
い
意
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
形
容
詞
述
部
文
に
近
い
と
こ
ろ
に

あ
る
と
見
え
て
こ
よ
う
。

⑹
ま
た
、
憎
く
は
な
き
ほ
ど
な
る
人
柄
、
や
む
ご
と
な
く
な
ど
持
ち

て
、法
師
に
な
り
に
た
ら
む
折
、嘆
か
せ
み
む　
　

 

、今
少
し（
あ

は
れ
も
）
増
さ
め
。（
三
八
〔
海
人
の
刈
藻
〕
二
四
九
⑮
～

二
五
〇
②
文
中
の
二
五
〇
①
～
②
）

　

右
⑹
の
主
部
と
見
た
「
嘆
か
せ
み
む
こ
そ
、」
は
、
そ
の
「
む
」

が
準
体
法
で
は
あ
っ
て
も
推
量
の
助
動
詞
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
順

接
仮
定
条
件
の
接
続
部
に
相
当
し
よ
う
。
奥
方
に
嘆
か
せ
て
み
た
り

し
た
ら
、
に
応
じ
て
い
る
「（
あ
は
れ
も
）
増
さ
め
。」
は
、
そ
の
条

こ
そ
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件
句
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
が
そ
こ
に
醸
し
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
を

い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。（
一
三
一
〔
源
氏
物
語
―
い
と
ほ
し

き
女
〕
一
九
五
⑭
～
一
九
六
①
）
も
、
そ
の
主
部
「
跡
か
た
も
な
く

や
み
な
む
こ
そ
、」
に
応
じ
て
い
る
述
部
「（
偲
び
ど
こ
ろ
も
）
あ
ら

め
。」
は
、
思
い
出
さ
れ
る
よ
う
な
印
象
が
残
る
こ
と
を
い
っ
て
い

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
⑹
「（
あ
は
れ
も
）
増
さ
め
。」
も
、
こ
の
「（
偲

び
ど
こ
ろ
も
）あ
ら
め
。」も
、雰
囲
気
や
心
情
が
生
じ
る
こ
と
を
い
っ

て
い
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、主
部
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文
が
、

十
一
例
検
出
さ
れ
た
。

　

さ
て
、
次
の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
動
詞
述
部
文
で
は
あ
る
が
、
論

理
的
に
は
引
用
文
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
び
が
引
用
文
外
に

な
っ
て
い
た
り
、
結
び
の
活
用
形
が
誤
ら
れ
た
り
し
て
い
る
用
例
で

あ
る
。

○
何
事
も
あ
い
な
く
な
り
ゆ
く
世
の
末
に
、
こ
の
道
ば
か
り

　
　

 

、（
山や

ま

彦び
こ

の
跡
）
絶○

え
ず
、（
柿か

き

の
本も

と

の
庵い

ほ

）
尽○

き
ず
、
と

か
や
う
け
た
ま
は
り
は
べ
れ
。（
五
〇
〔
撰
集
と
女
〕
二
六
二
⑭

～
二
六
三
①
）

こ
そ

　

右
用
例
の
主
部
「
こ
の
道
ば
か
り
こ
そ
、」
の
述
部
は
「（
山
彦
の

跡
）
絶
え
ず
、」
と
「（
柿
の
本
の
庵
）
尽
き
ず
、」
と
で
、
複
数
述

部
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
文
構
造
で
あ
る
。
そ
の
、
コ
ソ
を
付
け
た

主
部
に
応
じ
る
述
部
は
、
そ
の
論
理
に
従
え
ば
、
と
も
に
序
詞
を
冠

し
た
「
絶
え
ず
、」
と
「
尽
き
ず
、」
と
で
、
そ
の
「
尽
き
ず
、」
は
「
尽

き
ね
、」
と
い
う
よ
う
に
結
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え

て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
引
用
文
を
受
け
る
、
引
用
文
外
の
「
う

け
た
ま
は
り
は
べ
れ
。」
が
結
び
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

○
歌う

た

詠よ

み
の
方か

た　
　

 

、
元も
と

輔す
け

が
娘
に
て
、
さ
ば
か
り
な
り
け
る
ほ

ど
よ
り
は
、
す
ぐ
れ
ざ
り
け×

る
と
か
や
と
お
ぼ
ゆ
る
。（
五
三
〔
女

の
論
―
清
少
納
言
〕
二
六
七
⑤
～
⑥
）

　

右
用
例
は
、
引
用
文
内
に
見
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文
で
あ
る
が
、
そ

の
結
び
は
「
す
ぐ
れ
ざ
り
け
れ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

既
に
確
認
し
た
主
部
に
付
く
コ
ソ
係
結
動
詞
文
十
一
例
と
、
そ
れ

に
関
連
す
る
右
二
例
と
の
、
都
合
十
三
例
の
存
在
を
本
節
の
用
例
と

し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
そ
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三
　�

主
部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る�

�

コ
ソ
係
結
形
容
詞
文

　

主
部
に
応
じ
た
述
部
が
形
容
詞
や
形
容
詞
相
当
の
活
用
語
で
あ
る

場
合
、
そ
の
主
部
に
つ
い
て
、
時
枝
誠
記
は
、
こ
れ
を
対
象
語
と
呼

ん
で
取
り
扱
っ
た

（
5

（
注

。
以
下
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
主
部

を
、
主
部
（
対
象
語
）
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

⑺
夕
顔　
　

 

、
い
と
い
と
ほ
し
け
れ
。（
一
三
〔
源
氏
物
語
―
い
と

ほ
し
き
女
〕
一
九
五
⑬
）

　

右
⑺
は
、
登
場
人
物
名
を
主
部
（
対
象
語
）
と
し
て
コ
ソ
を
付
随

さ
せ
て
取
り
立
て
、
ど
ん
な
人
物
か
を
形
容
詞
で
表
現
す
る
コ
ソ
係

結
形
容
詞
文
で
あ
る
。（
一
一
〔
源
氏
物
語
―
い
み
じ
き
女
〕

一
九
二
⑭
）（
同
一
九
二
⑭
～
⑮
）（
一
三
〔
源
氏
物
語
―
い
と
ほ
し

き
女
〕
一
九
六
⑤
）（
三
一
〔
と
り
か
へ
ば
や
〕
二
四
一
④
）（
三
八

〔
海
人
の
刈
藻
〕
二
四
九
③
～
④
）（
三
九
〔
末
葉
の
露
〕
二
五
一
⑤

～
⑥
）（
四
〇
〔
露
の
宿
り
〕
二
五
二
⑪
）（
同
二
五
二
⑬
）（
四
二
〔
宇

治
の
川
波
〕
二
五
四
⑩
）（
五
四
〔
女
の
論
―
小
式
部
内
侍
〕

こ
そ

二
六
八
⑧
～
⑨
）
な
ど
も
、
人
物
名
を
取
り
立
て
コ
ソ
を
付
け
た
主

部
（
対
象
語
）
に
応
じ
て
い
る
述
部
が
一
単
語
の
形
容
詞
已
然
形
で

結
ば
れ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。

○
ま
た
、「
宮
の
宣せ

ん

旨じ　
　

 

、い
み
じ
く
お
ぼ
え
は
べ
れ
。（
五
六〔
女

の
論
―
宮
の
宣
旨
〕
二
七
二
②
～
③
）

　

右
例
も
、
人
物
名
を
取
り
立
て
て
コ
ソ
が
付
随
し
た
主
部
（
対
象

語
）
で
あ
る
が
、
そ
の
述
部
は
、
形
容
詞
と
そ
れ
を
受
け
る
知
覚
性

の
動
詞
に
丁
寧
の
補
助
動
詞
が
付
い
て
構
成
さ
れ
て
い
て
、
形
容
詞

相
当
語
句
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（
一
三
〔
源
氏
物
語
―
好
も
し

き
女
〕
一
九
四
⑦
）（
二
一
〔
狭
衣
物
語
―
人
の
論
〕
二
二
二
①
～
②
）

（
二
九
〔
み
つ
の
浜
松
―
人
の
論
〕
二
三
七
⑭
～
⑮
）（
四
一
〔
み
か

は
に
咲
け
る
〕
二
五
三
⑩
～
⑪
）
な
ど
も
、
形
容
詞
相
当
語
句
が
述

部
と
な
っ
て
い
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
。
以
上
、
人
物
名
を

取
り
立
て
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
十
六
例
存
在
す
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。

⑻
ま
た
、『
花は

な
の
え
ん宴』　　

 

い
み
じ
け
れ
。（
一
六
〔
源
氏
物
語
―
い
み

こ
そ

こ
そ
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じ
き
こ
と
〕
二
一
三
⑫
）

　

右
⑻
の
主
部
（
対
象
語
）
は
、『
源
氏
物
語
』
の
巻
名
を
取
り
立

て
た
も
の
で
あ
る
。
作
品
名
な
ど
の
主
部
（
対
象
語
）
に
応
じ
る
述

部
が
形
容
詞
や
形
容
詞
相
当
語
句
と
な
っ
て
い
る
類
型
の
用
例
と
し

て
、（
二
〇
〔
狭
衣
物
語
〕
二
二
〇
⑥
～
⑦
）（
四
八
〔
撰
集
〕

二
五
九
⑪
～
⑫
）（
五
三
〔
女
の
論
―
清
少
納
言
〕
二
六
七
⑩
～
⑪
）

が
存
在
し
た
。
各
作
品
の
な
か
の
登
場
人
物
に
比
し
て
、
作
品
そ
の

も
の
を
形
容
詞
一
単
語
で
評
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
難
し
か
っ
た
の

で
あ
る
。
以
上
、
作
品
名
を
取
り
立
て
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
四

例
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

⑼
…
、
夢　
　

 

、
あ
は
れ
に
い
み
じ
く
お
ぼ
ゆ
れ
。（
四
一
〔
夢
〕

一
八
四
⑥
～
⑧
）

　

一
単
語
の
抽
象
概
念
性
の
名
詞
を
取
り
立
て
た
主
部
（
対
象
語
）

に
形
容
詞
相
当
語
句
が
応
じ
て
、
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
と
な
っ
て
い

る
用
例
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
一
文
、
こ
の
部
分
に
先
立
っ
て
、
夢

が
頼
り
な
く
は
か
な
い
こ
と
を
、
逆
接
確
定
条
件
接
続
部
と
し
て
述

こ
そ

べ
て
い
る
。
他
に
、（
三
二
〔
と
り
か
へ
ば
や
〕
二
四
一
②
～
③
）

が
存
在
し
、
抽
象
概
念
性
名
詞
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係

結
形
容
詞
文
は
、
そ
の
二
例
に
限
ら
れ
た
。
そ
も
そ
も
が
、
随
想
的

章
段
を
存
在
さ
せ
る
『
徒
然
草
』
と
は
、
お
の
ず
か
ら
異
な
る
こ
と

に
な
ろ
う

（
6

（
注

。

⑽
ま
た
、
宇う

ぢ治
の
姉
宮
の
失
せ　
　

 

、
あ
は
れ
に
悲
し
け
れ
な
。

（
一
四
〔
源
氏
物
語
―
あ
は
れ
な
る
こ
と
〕
二
一
一
⑫
）

　

右
⑽
は
、
登
場
人
物
の
死
を
意
味
す
る
名
詞
「
失
せ
」
で
括く

く

っ
た

名
詞
句
に
コ
ソ
が
付
い
た
主
部
（
対
象
語
）
に
応
じ
て
形
容
詞
相
当

語
句
が
結
び
の
述
部
と
な
っ
て
い
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
。

以
下
の
用
例
も
、
こ
れ
と
同
趣
の
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す

る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
コ
ソ
直
上
の
名

詞
を
末
尾
に
添
え
て
、各
用
例
の
所
在
位
置
を
紹
介
す
る
。（
一
四〔
源

氏
物
語
―
男
の
論
〕
二
〇
一
⑦
～
⑧
ま
め
人
）（
二
四
〔
夜
の
寝
覚

―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕
二
二
七
②
～
⑤
気け

色し
き

な
ど
）（
二
五
〔
夜
の
寝

覚
―
め
で
た
き
人
〕
二
二
九
③
～
④
あ
り
さ
ま
）（
同
二
二
九
⑤
～

⑥
契
り
）（
二
九〔
み
つ
の
浜
松
―
人
の
論
〕二
三
七
②
～
③
人
）（
三
一

こ
そ
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〔
玉
藻
〕
二
四
〇
⑦
～
⑨
も
と
だ
ち
）（
三
二
〔
と
り
か
へ
ば
や
〕

二
四
一
⑤
人
柄
）（
三
八
〔
海
人
の
刈
藻
〕
二
五
〇
⑪
多
さ
）（
同

二
五
〇
⑪
～
⑬
即
身
成
仏
）（
三
九〔
末
葉
の
露
〕二
五
一
④
心
ざ
ま
）

（
四
二
〔
宇
治
の
川
波
〕
二
五
四
②
～
③
失
せ
）（
四
三
〔
駒
迎
へ
〕

二
五
四
⑭
心
用
ゐ
）（
五
二
〔
女
の
論
―
小
野
小
町
〕
二
六
五
⑫
～

⑬
果
て
）
が
そ
の
該
当
用
例
で
、
⑽
と
併
せ
て
、
人
物
の
行
為
や
状

況
な
ど
を
意
味
す
る
名
詞
で
括
ら
れ
た
名
詞
句
に
コ
ソ
が
付
随
し
た

主
部
（
対
象
語
）
に
応
じ
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
は
、
十
四
例
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。

⑾
…
、
鳥
な
き
島
の
蝙か

う

蝠ほ
り

と
か
や
し
て
、
薫

か
を
る

大
将
の
帝み

か
どの

御
婿む

こ

に
な

り
た
ま
ふ
を
嫉そ

ね

み
て
、
呟つ

ぶ
やき

言ご
と

な
ど
し
あ
り
く
ほ
ど　
　

 

心
づ

き
な
け
れ
。（
一
四
〔
源
氏
物
語
―
男
の
論
〕
二
〇
一
⑫
～

二
〇
二
②
）

　

右
⑾
は
、『
源
氏
物
語
』
の
展
開
を
踏
ま
え
た
場
面
を
取
り
立
て

て
形
式
名
詞
性
の
名
詞
「
ほ
ど
」
を
用
い
た
う
え
で
コ
ソ
を
付
随
さ

せ
た
主
部
（
対
象
語
）
に
形
容
詞
が
結
び
の
述
部
と
な
っ
て
い
る
コ

ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
。
以
下
の
用
例
も
、
こ
れ
と
同
趣
の
名
詞

こ
そ

句
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
の
コ
ソ
直
上
の
形
式
名
詞
性
の
名
詞
を
末
尾
に
添
え
て
、

各
用
例
の
所
在
位
置
を
紹
介
す
る
。（
八
〔
源
氏
物
語
〕
一
八
八
⑧

～
⑩
こ
と
）（
一
三
〔
源
氏
物
語
―
い
と
ほ
し
き
女
〕
一
九
七
⑩
～

⑮
ほ
ど
）（
一
四
〔
源
氏
物
語
―
男
の
論
〕
二
〇
二
③
～
⑤
さ
ま
）

（
一
五
一
〔
源
氏
物
語
―
あ
は
れ
な
る
こ
と
〕
二
〇
九
⑦
～
⑧
ほ
ど

の
こ
と
ど
も
）（
一
六
〔
源
氏
物
語
―
い
み
じ
き
こ
と
〕
二
一
四
④

～
⑤
ほ
ど
ど
も
）（
一
七
〔
源
氏
物
語
―
い
と
ほ
し
き
こ
と
〕

二
一
六
⑧
～
⑪
ほ
ど
）（
一
九
〔
源
氏
物
語
―
あ
さ
ま
し
き
こ
と
〕

二
一
九
⑨
～
⑬
ほ
ど
）（
二
四
〔
夜
の
寝
覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕

二
二
六
⑥
～
⑨
ほ
ど
な
ど
）（
二
七
〔
夜
の
寝
覚
―
大
き
な
る
難
〕

二
三
四
④
～
⑥
ほ
ど
）（
二
九
〔
み
つ
の
浜
松
―
人
の
論
〕
二
三
六

⑥
こ
と
）（
三
一
〔
玉
藻
〕
二
四
〇
⑤
～
⑦
ほ
ど
）（
三
二
〔
と
り
か

へ
ば
や
〕
二
四
一
⑮
～
二
四
二
①
ほ
ど
）（
三
五
〔
心
高
き
〕

二
四
六
⑦
～
⑪
ほ
ど
）（
同
二
四
六
⑪
～
二
四
七
①
ほ
ど
）（
三
八〔
海

人
の
刈
藻
〕二
四
八
⑬
～
⑮
さ
ま
ど
も
）（
同
二
四
九
③
ほ
ど
）（
四
〇

〔
露
の
宿
り
〕
二
五
二
⑭
～
二
五
三
①
と
こ
ろ
）（
四
三
〔
駒
迎
へ
〕

二
五
五
⑥
～
⑦
ほ
ど
）（
六
二
〔
女
の
論
―
大
斎
院
（
選
子
）〕

二
八
二
③
～

（
7

（
注

⑥
ほ
ど
）（
六
三
〔
女
の
論
―
小
野
の
皇
太
后
宮
（
歓
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子
）〕
二
八
四
②
～
⑩
ほ
ど
）（
同
二
八
四
⑫
～
⑬
こ
と
）
が
そ
の
該

当
用
例
で
、
概
し
て
そ
の
主
部
（
対
象
語
）
の
長
い
傾
向
が
見
ら
れ

る
が
、い
ま
一
例
、極
端
に
長
い
例
を
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

○
唐
土
に
て
、
八
月
十
五
日
の
宴
に
「
河か

う

陽や
う

県け
ん
の

后き
さ
きの

琴こ
と

の
音ね

聞
か

せ
む
」
と
帝み

か
どの

お
ほ
せ
ら
る
る
、
御
い
ら
へ
は
申
さ
で
、
あ
ざ
や

か
に
居
直
り
て
、
笏し

や
くと

扇
と
を
打
ち
合
は
せ
て
、『
あ
な
尊た

ふ
と』

と

謡う
た

ひ
た
る
ほ
ど
、
后
に
御
覧
じ
合
は
せ
て
、
后
は
我
が
世
の
第
一

の
か
た
ち
人
な
り
、
中
納
言
は
日
本
に
と
り
て
す
ぐ
れ
た
る
人
な

ん
め
り
、と
御
覧
ず
る
に
、『
月つ

き

日ひ

の
光
を
並
べ
て
見
る
心こ

こ

地ち

し
て
、

め
で
た
く
い
み
じ
』
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
ほ
ど
な
ど　
　

 

、
ま

こ
と
に
め
で
た
く
い
み
じ
け
れ
。（
二
九〔
み
つ
の
浜
松
―
人
の
論
〕

二
三
五
⑭
～
二
三
六
⑤
）

　

⑾
と
併
せ
て
引
い
た
二
十
一
例
と
に
右
に
引
い
た
一
例
と
を
加
え

て
、
二
十
三
例
が
、
形
式
名
詞
性
の
名
詞
で
括
ら
れ
た
名
詞
句
に
コ

ソ
が
付
随
し
た
主
部
（
対
象
語
）
に
応
じ
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
そ

⑿
源
氏
、
野の

分わ
き

の
朝あ
し
た、

ま
め
人
の
大
将
、
御
方か

た
が
た々

の
あ
り
さ
ま
見
あ

り
き
た
る　
　

 

い
み
じ
け
れ
。（
一
六
〔
源
氏
物
語
―
い
み
じ
き

こ
と
〕
二
一
五
⑨
～
⑩
）

　

右
⑿
の
主
部
（
対
象
語
）
に
つ
い
て
は
、「
ま
め
人
の
大
将
、」
が

そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
で
、
悩
ま
さ
れ
る
。
そ
の
「
ま
め

人
の
大
将
、」
を
、
主
格
助
詞
「
の
」
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合

と
（
8

（
注

判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ま
め
人
の
大
将
の
、
御
方
々
の
あ

り
さ
ま
見
あ
り
き
た
る
こ
そ
」
が
、
連
体
形
「
た
る
」
に
準
体
法
と

し
て
そ
こ
を
名
詞
化
し
て
い
る
も
の
と
読
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
い
わ
ゆ
る
連
体
形
準
体
法
の
名
詞
句
で
あ
る
。
そ
の
連
体
形
準

体
法
の
名
詞
句
に
コ
ソ
が
付
随
し
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
、
こ
の

一
文
で
あ
る
。以
下
の
用
例
も
、こ
れ
と
同
趣
の
名
詞
句
を
主
部（
対

象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
コ

ソ
直
上
の
準
体
法
が
ど
の
よ
う
な
活
用
語
の
連
体
形
で
あ
る
か
を
末

尾
に
添
え
て
、
各
用
例
の
所
在
位
置
を
紹
介
す
る
。（
五
〔
捨
て
が

た
き
ふ
し
―
涙
〕
一
八
五
⑦
見
る
）（
六
〔
捨
て
が
た
き
ふ
し
―
阿

弥
陀
仏
〕
一
八
六
⑥
～
⑪
け
る
）（
八
〔
源
氏
物
語
〕
一
八
九
①
～

②
ぬ
）（
一
四
〔
源
氏
物
語
―
男
の
論
〕
二
〇
二
⑤
～
⑥
た
ま
ふ
）（
同

こ
そ
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二
〇
二
⑬
～
⑮
は
べ
る
）（
二
一
〔
狭
衣
物
語
―
人
の
論
〕
二
二
一

①
な
る
）（
二
三
〔
夜
の
寝
覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕
二
二
六
⑫
～

二
二
七
①
る
）（
二
五
〔
夜
の
寝
覚
―
め
で
た
き
人
〕
二
三
一
⑦
～

⑧
あ
る
）（
同
二
三
一
⑧
～
⑪
た
る
）（
二
六
〔
夜
の
寝
覚
―
憎
き
こ

と
〕二
三
二
⑬
～
二
三
三
①
た
る
）（
二
九〔
み
つ
の
浜
松
―
人
の
論
〕

二
三
八
⑦
～
⑨
る
）（
三
三
〔
隠
れ
蓑
〕
二
四
二
⑨
～
⑪
な
き
）（
三
八

〔
海
人
の
刈
藻
〕
二
四
九
⑭
な
き
）（
同
二
五
〇
③
～
④
ぬ
）（
同

二
五
〇
⑦
～
⑩
ぬ
）（
四
二
〔
宇
治
の
川
波
〕
二
五
四
①
～
②
た
る
）

（
同
二
五
四
⑤
～
⑦
た
る
）（
四
四
〔
緒
絶
え
の
沼
〕
二
五
五
⑮
～

二
五
六
②
口
ず
さ
む
）（
五
〇
〔
撰
集
と
女
〕
二
六
三
⑤
～
⑦
な
き
）

（
五
三〔
女
の
論
―
清
少
納
言
〕二
六
七
⑪
～
二
六
八
⑥
け
る
）（
五
四

〔
女
の
論
―
小
式
部
内
侍
〕二
六
八
⑬
～
二
六
九
①
け
む
）（
五
五〔
女

の
論
―
和
泉
式
部
〕
二
七
一
⑭
～
二
七
二
①
は
べ
る
）（
五
九
〔
女

の
論
―
紫
式
部
〕
二
七
六
③
～
⑤
な
き
）（
六
〇
〔
女
の
論
―
皇
后

宮
（
定
子
）〕
二
七
九
⑧
～
二
八
〇
④
け
む
コ
ソ
ハ
）（
六
一
〔
女
の

論
―
上
東
門
院
（
彰
子
）〕
二
八
〇
⑧
～
⑨
た
ま
ふ
）（
同
二
八
一
③

～
④
け
む
）（
六
四
〔
男
の
論
―
終
章
〕
二
八
五
②
～
④
む
）
が
そ

の
該
当
用
例
で
、
や
は
り
、
そ
の
主
部
（
対
象
語
）
が
長
い
傾
向
に

あ
る
が
、
特
に
長
い
一
例
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

○
ま
た
、
中
納
言
、
ま
め
や
か
に
も
て
を
さ
め
た
る
ほ
ど
、
い
み
じ

と
言
ひ
な
が
ら
、
ま
こ
と
の
契
り
結
び
た
る
人
の
な
く
て
、
い
づ

こ
に
も
た
だ
夜
と
と
も
の
丸ま

ろ
ね寝

に
て
果
て
た
る
ほ
ど
、
む
げ
に
す

さ
ま
じ
く
、『
河
陽
県
后
、
忉た

う

利り

天て
ん

に
生む

ま
れ
た
る
』
と
空
に
告

げ
た
る
ほ
ど
だ
に
い
と
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
に
、
ま
た
、
か
の
后
、

吉
野
の
君
の
腹
に
宿
り
ぬ
、
と
夢
に
見
え
た
る
ほ
ど
な
ど
乱
り
が

は
し
く
、
忉
利
天
の
命
は
い
と
久
し
く
あ
な
る
を
、
い
つ
の
ほ
ど

に
か
ま
た
さ
る
こ
と
は
あ
ら
む
、
な
ど
お
ぼ
ゆ
る　
　

 

、
口く

ち

惜を

し
け
れ
。（
三
〇
〔
み
つ
の
浜
松
―
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
こ
と
〕

二
三
六
⑤
～
⑫
）

　

既
に
、
名
詞
句
が
副
助
詞
「
な
ど
」
を
付
け
た
も
の
と
し
て
、
⑽

例
の
一
群
で
は「
気
色
な
ど
」（
二
四〔
夜
の
寝
覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕

二
二
七
⑤
）
を
見
て
き
て
お
り
、
⑾
の
一
群
で
も
「
ほ
ど
な
ど
」（
同

二
二
六
⑧
～
⑨
）
を
見
て
き
て
い
る
。
そ
の
「
な
ど
」
が
、
こ
の
連

体
形
準
体
法
名
詞
句
に
は
複
数
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
以
下
に
取

り
立
て
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

こ
そ
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〇
宰さ

い

相し
や
う

中
将
の
、
病や

ま
ひよ

く
な
り
て
参
り
た
る
に
、
行
き
逢あ

ひ
て
、

う
ち
見
て
、
腰こ

し

礼ゐ
や

ば
か
り
う
ち
し
て
行
き
過
ぎ
た
る
ほ
ど
な
ど

　
　

 
、
い
み
じ
く
妬ね

た

け
れ
。（
三
九
〔
末
葉
の
露
〕
二
五
一
⑦
～

⑨
）

　

右
例
は
、「
宰
相
中
将
の
、
病
よ
く
な
り
て
参
り
た
る
に
、〔
源
中

将
ガ
〕
行
き
逢
ひ
て
、
う
ち
見
て
、」
ま
で
は
、
以
下
に
お
い
て
の

準
体
法
化
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、「
腰
礼
ば
か
り

う
ち
し
て
行
き
過
ぎ
」
に
至
っ
て
準
体
法
に
よ
っ
て
名
詞
化
し
た
と

見
ら
れ
る
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
述
部
に
お
い
て
「
妬

し
」
と
す
る
対
象
と
し
て
は
、
そ
の
他
の
事
柄
も
思
い
浮
か
び
な
ど

し
て
、
そ
こ
に
「
な
ど
」
の
必
要
性
が
生
じ
た
か
に
思
え
て
く
る
の

で
あ
る
。
同
趣
の
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形

容
詞
文
が
他
に
二
例
見
ら
れ
た
の
で
、
ど
の
よ
う
な
準
体
法
に
付
く

「
な
ど
」
か
を
添
え
て
、
以
下
に
紹
介
す
る
。（
五
七
〔
女
の
論
―
伊

勢
御
息
所
〕
二
七
三
⑫
～
⑭
は
べ
る
な
ど
）（
五
八
〔
女
の
論
―
兵

衛
内
侍
〕
二
七
五
④
～
⑧
け
る
な
ど
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

　

⑿
と
し
て
の
一
例
に
続
い
て
列
挙
し
た
、
活
用
語
連
体
形
準
体
法

名
詞
句
に
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
対
象
語
）
に
応
じ
る
コ
ソ
係

こ
そ

結
形
容
詞
述
部
文
は
、二
十
九
例
で
あ
っ
た
。続
け
て
取
り
立
て
た
、

準
体
法
活
用
語
に
副
助
詞
「
な
ど
」
を
付
け
た
名
詞
句
に
コ
ソ
を
付

随
さ
せ
た
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
述

部
文
が
三
例
数
え
ら
れ
て
、
計
三
十
三
例
が
⑿
の
一
群
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
、
主
部
（
対
象
語
）
に
和
歌
を
含
む
用
例
が
見
ら

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
注
目
し
た
整
理
を
試
み
る
こ
と
を
許
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
語
学
と
し
て
の
視
点
か
ら
は
、
せ
い
ぜ
い
が
、

ど
の
よ
う
な
性
質
も
名
詞
に
よ
っ
て
括
ら
れ
た
名
詞
句
で
あ
る
か
活

用
語
連
体
形
準
体
法
か
ら
成
る
名
詞
句
で
あ
る
か
ぐ
ら
い
の
相
違
し

か
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
小
稿
は
、
非
論
理
的
と
の
非
難
を
承
知
の

う
え
で
、
こ
の
作
品
の
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
、
そ
の
主
部
（
対
象

語
）
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
取
り
上
げ
て
い
た
か
に
関
心
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
既
に
、
本
節
の
⑺
・
⑻
・
⑼
の
別
は
、
そ
の
関
心
に
惹

か
れ
た
結
果
で
、
登
場
人
物
名
か
作
品
名
か
、
哲
学
的
思
索
の
テ
ー

マ
と
も
い
え
る
抽
象
概
念
一
語
名
詞
か
の
別
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
詞
句
が
、
形
式
名
詞
性
の

名
詞
句
で
括
ら
れ
て
い
る
か
、
活
用
語
連
体
形
準
体
法
か
ら
成
っ
て

い
る
か
な
ど
は
、
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
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⒀
さ
ま
ざ
ま
身
を
一ひ

と

方か
た

な
ら
ず
思
ひ
乱
れ
て
、

　

 　

鐘か
ね

の
音お

と

の
絶
ゆ
る
響
き
に
音ね

を
添
へ
て
我
が
世
尽
き
ぬ
と
君
に

つ
た
へ
よ

　

と
詠
み
て
、
身
を
捨
て
た
る　
　

 

い
と
ほ
し
け
れ
。（
一
三
〔
源

氏
物
語
―
い
と
ほ
し
き
女
〕
一
九
七
⑤
～
⑨
）

　

右
⒀
は
、
浮
舟
が
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
で
「
鐘
の
音
の
」
の
歌

を
詠
ん
で
入
水
し
た
か
を
主
部
（
対
象
語
）
と
し
た
コ
ソ
係
結
形
容

詞
文
で
あ
る
。
和
歌
を
含
む
名
詞
句
が
主
部
（
対
象
語
）
と
な
っ
て

い
て
、
そ
の
述
部
形
容
詞
が
形
容
詞
相
当
語
句
と
な
っ
て
い
る
コ
ソ

係
結
形
容
詞
文
と
し
て
、（
一
五
〔
源
氏
物
語
―
あ
は
れ
な
る
こ
と
〕

二
〇
七
⑥
～
⑨
る
）（
同
二
〇
八
⑮
～
二
〇
九
⑥
あ
る
）（
同
二
一
二

④
～
⑧
の
た
ま
ふ
）（
二
一
〔
狭
衣
物
語
―
人
の
論
〕
二
二
一
⑫
～

⑭
る
）（
二
四
〔
夜
の
寝
覚
―
ふ
し
ぶ
し
の
論
〕
二
二
七
⑬
～

二
二
八
①
あ
る
）（
二
七
〔
夜
の
寝
覚
―
大
き
な
る
難
〕
二
三
四
⑦

～
⑨
た
る
）（
三
四〔
と
り
か
へ
ば
や
〕二
四
四
⑧
～
二
四
五
②
た
る
）

（
三
七
〔
岩
打
つ
波
〕
二
四
七
⑧
～
二
四
八
④
た
る
）（
五
五
〔
女
の

論
―
和
泉
式
部
〕
二
七
〇
⑩
～
⑫
け
む
）（
五
七
〔
女
の
論
―
伊
勢

御
息
所
〕
二
七
三
⑭
～
二
七
四
⑥
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
）（
六
〇
〔
女

こ
そ

の
論
―
皇
后
宮
（
定
子
）〕
二
七
八
⑨
～
⑭
ら
む
）
が
該
当
し
、

十
一
例
数
え
ら
れ
た
。
さ
き
に
、
こ
れ
ら
の
コ
ソ
直
上
が
ど
う
で
あ

る
か
は
無
視
す
る
と
い
っ
た
が
、
実
は
、
各
所
在
位
置
の
末
尾
に
書

き
抜
い
て
い
た
。
う
ち
一
例
は
「
た
る
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
な
ど
」

（
二
七
四
⑤
）
と
あ
っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
の
な
か
の
一
部
を

引
い
て
そ
の
他
も
あ
る
こ
と
を
含
み
も
た
せ
て
主
部
（
対
象
語
）
と

し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
と
れ
よ
う
。
他
は
、
す
べ
て
、
活
用
語
連
体

形
準
体
法
で
あ
る
。「
る
（
→
り
）」「
た
る
（
→
た
り
）」
は
、
い
ず

れ
も
存
続
の
意
で
、
そ
う
い
う
状
態
性
の
テ
ー
マ
が
主
部
（
対
象
語
）

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
た
、
感
じ
と
れ
て
く
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
一
例
、
三
首
の
和
歌
が
含
ま
れ
る
主
部
（
対
象
語
）

を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

〇
宇
治
の
中
の
宮
、
薫

か
を
る

大
将
を
は
じ
め
て
、

　
 　

い
た
づ
ら
に
分わ

け
つ
る
未
知
の
露つ

ゆ

し
げ
み
昔
お
ぼ
ゆ
る
秋
の
空

か
な

　

 
と
言
ひ
や
る
朝あ

し
たに

、
兵

ひ
や
う

部ぶ
き
や

卿う
の

宮み
や

渡
り
た
ま
ひ
て
、
御
匂
ひ
の
染し

め
た
る
を
咎と

が

め
た
ま
ひ
て
、
と
も
か
く
も
い
ら
へ
ぬ
さ
へ
心
や
ま

し
く
て
、
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ま
た
人
も
慣な

れ
け
る
袖
の
移
り
香
を
我
が
身
に
し
め
て
恨
み
つ

る
か
な

　

と
の
た
ま
へ
ば
、
女
君
、

　

 　

見
慣
れ
ぬ
る
中
の
衣こ

ろ
もと

頼
め
し
を
か
ば
か
り
に
て
や
か
け
離
れ

な
む

　

 

と
て
、
う
ち
泣
き
た
る
ほ
ど　
　

 

、
返
す
返
す
い
と
ほ
し
け
れ
。

（
一
七〔
源
氏
物
語
―
い
と
ほ
し
き
こ
と
〕二
一
六
⑮
～
二
一
七
⑩
）

　

そ
の
三
首
の
和
歌
は
、
薫
大
将
の
和
歌
、
匂
兵
部
卿
の
和
歌
、
中

の
君
の
和
歌
の
三
首
で
あ
る
。「
薫
大
将
を
は
じ
め
て
、」
周
辺
に
は

脱
文
あ
る
か
と
さ
れ
て
い
て
、
と
に
か
く
薫
大
将
は
中
の
君
を
訪
れ

て
一
夜
を
過
ご
し
た
が
、実
事
は
な
か
っ
た
。そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、

夫
の
匂
宮
は
、
二
人
の
仲
を
疑
う
。「
宿
木
」
の
巻
で
の
話
で
あ
る
。

そ
の
夫
の
恨
み
言
に
対
し
て
、
中
の
君
が
、
移
り
香
程
度
で
ご
縁
が

切
れ
て
し
ま
う
な
ん
て
、
と
言
っ
て
泣
く
あ
た
り
が
、
本
当
に
気
の

毒
だ
、
と
、
語
り
手
が
同
情
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
本
で
、
十
行
に
も
わ
た
る
主
部
（
対
象
語
）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
も
、
そ
の
コ
ソ
の
直
上
は
、「（
た
る
）
ほ
ど
」
と
な
っ

て
い
た
。

こ
そ

　

⒀
を
代
表
と
す
る
、
和
歌
を
含
ん
だ
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ

ソ
係
結
形
容
詞
文
は
、
代
表
の
一
例
と
、
続
け
て
列
挙
し
た
十
一
例

と
、
こ
の
十
一
行
に
わ
た
る
主
部
（
対
象
語
）
の
一
例
と
で
、
計

十
三
例
数
え
ら
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
節
の
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る

コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
を
総
括
す
る
こ
と
と
す
る
。
⑺
を
代
表
と
す
る

人
物
名
を
主
部（
対
象
語
）と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
十
六
例
、

⑻
を
代
表
と
す
る
作
品
名
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形

容
詞
文
が
四
例
、
⑼
を
代
表
と
す
る
抽
象
概
念
語
名
詞
一
語
を
主
部

（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
二
例
、
次
い
で
、
⑽
を

代
表
と
す
る
人
物
の
行
為
や
状
況
な
ど
を
意
味
す
る
名
詞
で
括
ら
れ

た
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
十
四

例
、
⑾
を
代
表
と
す
る
、
形
式
名
詞
性
の
名
詞
で
括
ら
れ
た
名
詞
句

を
主
部
（
対
象
語
）
と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
二
十
三
例
、
⑿

を
代
表
と
す
る
、
活
用
語
連
体
形
準
体
法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
名

詞
句
を
主
部（
対
象
語
）と
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
三
十
三
例
、

⒀
を
代
表
と
す
る
、
和
歌
を
含
ん
だ
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）
と

す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
十
三
例
数
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
集
計

す
る
と
、
こ
の
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
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コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
は
、
一
〇
五
例
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
し
た
形
容
詞

文
に
も
、
そ
の
係
結
の
原
則
を
外
れ
た
用
例
が
見
ら
れ
は
し
た
。
た

だ
、
そ
の
係
結
の
原
則
か
ら
外
れ
た
用
例
が
存
在
し
て
も
、
そ
の
程

度
は
軽
微
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
こ
の
主
部
（
対
象
語
）
に
付

随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
は
、
係
結
文
と
し
て

の
意
識
が
高
い
表
現
だ
っ
た
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

〇
…
、
小を

の
の野

小こ

町ま
ち　

　

 

、
み
め
、
容か
た
ち貌

も
、
も
て
な
し
、
心
遣
ひ

よ
り
は
じ
め
、
何
事
も
、
い
み
じ
か
り
け
む
と
お
ぼ
ゆ
れ
。（
五
二

〔
女
の
論
―
小
野
小
町
〕
二
六
五
②
～
④
）

〇
…
、
大
斎
院　
　

 

、
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
け？む
と
お
ぼ
え
さ

せ
た
ま
へ
。（
六
二
〔
大
斎
院
（
選
子
）〕
二
八
一
⑭
～
二
八
二
①
）

　

右
二
例
と
も
、
現
代
の
論
理
で
は
、
右
前
例
の
述
部
は
「
い
み
じ

か
り
け
め
」
で
あ
り
、
右
後
例
の
結
び
は
「
め
で
た
く
お
は
し
ま
し

け
め
」
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
し
か
し
、
古
典
語
文
に
お
い

て
は
、
引
用
文
内
の
コ
ソ
の
結
び
が
引
用
文
外
の
末
尾
に
現
れ
る
用

例
を
見
る
の

（
9

（
注

で
あ
る
。
既
に
小
稿
第
二
節
に
お
い
て
取
り
上
げ
た

こ
そ

こ
そ

（
五
〇
〔
撰
集
と
女
〕
二
六
二
⑭
～
二
六
三
①
）
に
も
見
た
引
用
文

外
の
「
う
け
た
ま
は
り
は
べ
れ
。」
に
及
ん
で
い
る
用
例
も
ま
た
、

そ
の
一
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
ら
は
、
当
代
と
し
て
は
、
至
極
当
然
な
結
び
で
あ
っ
た
と
い
え
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

〇
｛
女
三
の
宮　
　

 

、
い
と
ほ
し
き
人
と
も
言
ひ
つ
べ
け
れ
ど×

、｝

『
袖そ

で

濡ぬ

ら
せ
と
や
ひ
ぐ
ら
し
の
』
と
詠よ

み
て
、『
月
待
ち
て
も
、
と

言
ふ
な
る
も
の
を
』
な
ど
あ
る
ほ
ど
は
、
い
と
心
苦
し
き
を
、
あ

ま
り
に
言
ふ
か
ひ
な
き
も
の
か
ら
、
さ
す
が
に
色
め
か
し
き
と
こ

ろ
の
お
は
す
る
が
、
心
づ
き
な
き
な
り
。（
一
三
〔
源
氏
物
語
―

い
と
ほ
し
き
女
〕
一
九
六
⑩
～
⑭
）

　

右
例
に
お
い
て
、「
い
と
ほ
し
き
人
と
も
言
ひ
つ
べ
け
れ
」
は
形

容
詞
相
当
語
句
と
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
続
く
接
続
助
詞
「
ど
」
が
な

け
れ
ば
、
挿
入
文
「
女
三
の
宮
こ
そ
い
と
ほ
し
き
人
と
（
も
）
言
ひ

つ
べ
け
れ
、」
と
い
う
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
当
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
に
「
ど
」
を
付
け
て
表
現
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
程
度
の
、
結
び
の
流
れ
で
あ
る
。

こ
そ
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〇
ま
た
、｛
隆た
か

信の
ぶ

の
作
り
た
る
と
て
、『
う
き
な
み
』
と
か
や　
　

 

、

殊こ
と

の
外ほ
か

に
心
に
入
れ
て
作
り
け
る
ほ
ど
見
え
て
、
あ
は
れ
に
は
べ

れ
ど×

、｝
そ
も
、
な
ど
か
言
葉
遣
ひ
な
ど
、
手
づ
つ
げ
に
て
、
い

と
心
ゆ
き
て
お
ぼ
え
は
べ
ら
ず
。（
四
六
〔
今
の
世
の
物
語
〕

二
五
六
⑮
～
二
五
七
③
）

　

右
例
も
、「
あ
は
れ
に
は
べ
れ
」
に
続
く
接
続
助
詞
「
ど
」
が
な

け
れ
ば
、
挿
入
文
「
…
、『
う
き
な
み
』
と
か
や
こ
そ
、
…
、
あ
は

れ
に
は
べ
れ
、」
と
い
う
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
と
認
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

〇
女
中
納
言　
　

 

、
い
と
い
み
じ
げ×

に
て
、
も
と
ど
り
ゆ
る
が
し

て
子
生
み
た
る
な
ど
よ
。（
三
二
〔
と
り
か
へ
ば
や
〕
二
四
一
⑪

～
⑫
）

　

右
例
の
主
部
は
、
少
な
く
と
も
当
時
は
、
主
部
（
対
象
語
）
と
し

て
意
識
さ
れ
、
述
部
は
、「
い
み
じ
け
れ
。」
と
い
う
結
び
を
想
定
し

て
い
た
だ
ろ
う
と
も
思
え
て
く
る
。
そ
の
「
い
み
じ
」
の
活
用
形
が

決
ま
ろ
う
と
す
る
過
程
で
、
女
中
納
言
に
関
す
る
具
体
的
な
話
柄
が

こ
そ

こ
そ

脳
裏
に
浮
か
ん
で
き
て
、「
い
み
じ
」
は
「
げ
な
り
」
を
付
け
た
形

容
動
詞
に
転
じ
、
文
脈
も
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
も
見

え
て
こ
よ
う
。

〇
『
千
載
集
』　　
　

 

、
そ
の
人
の
し
わ
ざ
な
れ
ば
、
い
と
心
に
く

く
は
べ
る
を×

、｛
あ
ま
り
に
人
に
と
こ
ろ
を
置
か
る
る
に
や
、｝
さ

し
も
お
ぼ
え
ぬ
歌
ど
も
こ
そ
、
あ
ま
た
入
り
て
は
べ
る
め
れ
。

（
五
〇
〔
撰
集
と
女
〕
二
六
二
⑪
～
⑭
コ
ソ
ハ
）

　

右
例
は
、
主
部
「『
千
載
集
』
こ
そ
は
、」
は
主
部
（
対
象
語
）
と

し
て
意
識
さ
れ
て
い
て
、
述
部
は
、「（
い
と
）
心
に
く
く
は
べ
れ
。」

と
い
う
結
び
を
想
定
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
言
い
切
る
直

前
で
、
藤
原
俊
成
の
、
歌
人
た
ち
の
地
位
、
名
声
な
ど
に
気
兼
ね
す

る
姿
勢
が
脳
裏
に
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
の
予
定
さ
れ
た
結
び
を
接
続

助
詞
「
を
」
を
付
け
て
、
接
続
部
に
転
換
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

思
え
て
も
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
確
か
な
結
び
の
流
れ
と
い
え

る
用
例
で
あ
る
。

　

以
上
に
見
た
用
例
は
、
い
ず
れ
も
、
⑺
・
⑻
を
代
表
用
例
と
す
る

人
物
名
と
作
品
名
と
を
取
り
立
て
た
主
部
（
対
象
語
）
の
場
合
に
限

こ
そ
は
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。そ
れ
ら
以
外
の
係
結
の
原
則
に
外
れ
る
も
の
は
、

次
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

〇
ま
た
、
…
、
後の

ち

の
振
る
舞
ひ
さ
へ　
　

 

、
心
よ
り
外ほ

か

の
こ
と
と

言
ひ×

な×

が
ら
、｛
人
し
も
こ
そ
あ
れ
、｝
こ
の
君
の
御
も
と
な
る
人

に
し
も
取
り
持
ち
て
行（
い
）か
れ
た
る
ほ
ど
は
、…
。（
二
一〔
狭

衣
物
語
―
人
の
論
〕
二
二
二
⑪
～
二
二
三
②
）

　

右
例
は
、
長
い
一
文
で
語
る
作
品
評
の
な
か
に
見
る
、
主
部
（
対

象
語
）「
後
の
振
る
舞
ひ
さ
へ
こ
そ
、」
に
応
じ
る
は
ず
の
述
部
が
係

結
の
法
則
に
従
っ
て
い
な
い
用
例
で
あ
る
。『
狭
衣
物
語
』の
な
か
の
、

出
家
し
た
道
芝
（
＝
飛
鳥
井
姫
）
が
常
磐
で
書
い
た
絵
日
記
を
、
道

芝
没
後
、
狭
衣
が
見
て
涙
を
流
す
あ
た
り
を
評
価
し
、
狭
衣
の
目
に

と
め
ら
れ
た
当
初
、
誘
惑
し
た
仁
和
寺
の
僧
と
同
車
し
て
い
た
あ
た

り
を
誹
謗
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
狭
衣
を
信
じ
き
れ
ず
、
乳
母
の

口
車
に
の
っ
て
九
州
へ
下
向
し
た
行
動
は
、
自
分
か
ら
望
ん
だ
こ
と

で
は
な
い
に
し
て
も
、
と
い
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
が
、
こ
の
コ
ソ
係

結
の
結
び
の
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
も
、
挿
入
文
と
し
て

「
後
の
振
る
舞
ひ
さ
へ
こ
そ
心
よ
り
外
の
こ
と
な
れ
、」
と
か
「
後
の

こ
そ

振
る
舞
ひ
さ
へ
こ
そ
心
よ
り
外
の
こ
と
と
言
へ
、」
と
か
を
想
定
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
続
い
て
、
コ
ソ
係
結
の
挿
入
文
「
人
し
も

こ
そ
あ
れ
、」
が
脳
裏
に
生
じ
て
い
た
り
な
ど
が
あ
っ
て
、
意
味
す

る
と
こ
ろ
に
変
わ
り
が
な
い
「
…
と
言
ひ
な
が
ら
、」
と
い
う
逆
接

の
接
続
助
詞
「
な
が
ら
」
を
用
い
て
表
現
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

⒀
を
代
表
用
例
と
す
る
、
和
歌
を
含
ん
だ
主
部
（
対
象
語
）
に
付

随
し
た
コ
ソ
が
構
成
し
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
の
な
か
に
、
係
結
の

原
則
に
外
れ
た
用
例
を
見
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
⑿
を
代

表
例
と
す
る
、
活
用
語
連
体
形
準
体
法
名
詞
句
を
主
部
（
対
象
語
）

と
し
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
の
な
か
に
、
係
結
の
原
則
に
外
れ
た
用

例
を
見
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
⑾
を
代
表
例
と
す
る
、
形

式
名
詞
性
の
名
詞
「
ほ
ど
」
な
ど
で
括
ら
れ
た
名
詞
句
を
主
部
（
対

象
語
）
と
し
た
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
の
な
か
に
も
、
係
結
の
原
則
に

外
れ
た
用
例
を
見
る
こ
と
な
ど
は
、ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

若
干
な
り
と
、
係
結
に
問
題
あ
る
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
く
コ

ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
が
、七
例
存
在
し
た
。本
節
の
、

主
部（
対
象
語
）に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
は
、

一
一
二
例
と
な
っ
た
。『
無
名
草
子
』
コ
ソ
係
結
文
の
首
座
に
あ
る
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こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。

四
　�
提
題
の
ハ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）

と
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る

係
結
形
容
詞
文

　
「
象
は
鼻
が
長
い
。」
文
で
、
広
く
、
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
て
い
る

は
ず
の
構
文
だ
が
、
古
典
語
文
の
「
…
は
、
…
こ
そ
形
容
詞
（
已
然

形
）。」
文
に
つ
い
て
の
論
考
を
見
る
こ
と
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
徒

然
草
』
の
「
世　

 

、
さ
だ
め
な
き　
　

 
い
み
じ
け
れ
。」（
七
段
）

な
ど
と
出
合
う
た
び
に
、
そ
う
感
じ
つ
づ
け
て
い
る
。「
下げ

戸こ

な
ら

ぬ　
　

 

男を
の
こ　

 

よ
け
れ
。」（
一
段
）
文
は
、「
男　

 

、
下
戸
な
ら

ぬ　
　

 

よ
け
れ
。」
の
順
序
を
変
え
た
だ
け
の
も
の
な
の
か
ど
う
か

も
、
長
く
考
え
つ
づ
け
て
き
て
い
る
。
前
稿
「『
徒
然
草
』
コ
ソ
係

結
文
の
構
造
と
兼
好
の
認
識
の
論
理
」
で
は
、
こ
の
構
文
を
Ａ
構
文

と
呼
ん
で
、
こ
の
構
文
か
ら
取
り
立
て
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
構
文
は
、
コ
ソ
係
結
文
だ
け
で
な
く
、
広
く
総

主
文
と

（
（注

（
注

し
て
、
一
定
の
注
目
は
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
文

頭
の
「
…
は
、」
の
「
は
」
に
は
、
ほ
ぼ
提
題
の
は
た
ら
き
が
見
え

て
き
て
、
提
題
の
ハ
が
付
い
た
文
の
成
分
と
見
て
き
て
い
る
。
あ
え

は

こ
そ

こ
そ

は

は

こ
そ

て
い
え
ば
、
主
部
の
う
ち
の
「
主
部
（
提
題
語
）」
と
で
も
呼
ん
で

取
り
扱
い
た
い
思
い
で
も
あ
る
。本
節
で
取
り
扱
う
文
は
、そ
の「
主

部
（
提
題
の
分
の
成
分
）」
に
、
前
節
・
第
三
節
で
取
り
上
げ
た
主

部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
係
結
形
容
詞
文
が
続

い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⒁
中
に
も
、
権
中
納
言　

 

、
琵び

は琶
忍
び
や
か
に
調
べ
つ
つ
、『
従じ

ゆ

冥み
や
う
に
ふ入

於お
み
や
う
や
う

冥
永
不ふ

問も
ん

仏ぶ
つ

名み
や
う』

と
口
ず
さ
み
た
ま
へ
る
ほ
ど　
　

 

い

み
じ
け
れ
。（
三
八
〔
海
人
の
刈
藻
〕
二
四
八
⑮
～
二
四
九
②
）

　

右
⒁
は
、『
海
人
の
刈
藻
』
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
一
条
院
の

遺
児
の
権
中
納
言
と
三
位
中
将
と
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
っ
た
後
、

と
り
わ
け
権
中
納
言
は
琵
琶
を
奏
で
な
が
ら
法
華
経
の
一
節
を
口
ず

さ
ん
で
お
ら
れ
る
あ
た
り
が
す
ば
ら
し
い
、
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

○ 
「『
有あ

り

明あ
け

の
別
れ
』『
夢
語
り
』『
波な

み

路ぢ

の
姫
君
』『
浅あ

さ

茅ぢ

が
原
の
尚

な
い
し

侍の
か
み』

な
ど　

 

、
言
葉
遣
ひ
な
だ
ら
か
に
、
耳み

み

立だ
た

た
し
か
ら
ず
、

い
と
よ
し
と
思
ひ
て
見
も
て
ま
か
る
ほ
ど
に
、
い
と
恐
ろ
し
き
こ

は

こ
そ

は
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と
も
さ
し
交
じ
り
て
、
何
事
も
醒さ

む
る
心
地
す
る　
　

 

、
い
と

口く
ち

惜を

し
け
れ
」
な
ど
言
へ
ば
、
…
。（
四
六
〔
今
の
世
の
物
語
〕

二
五
七
⑫
～
二
五
八
①
）

　

右
例
は
、
提
題
の
ハ
が
、
四
作
品
の
書
名
に
副
助
詞
「
な
ど
」
を

付
け
た
名
詞
句
に
付
い
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
そ
の
四
作
品
に
つ
い

て
恐
ろ
し
い
こ
と
も
交
じ
っ
て
い
て
、
興
ざ
め
す
る
よ
う
な
感
じ
が

す
る
の
は
残
念
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。

○
…
、
こ
れ　

 

、
千
部
を
千
部
な
が
ら
聞
く
た
び
に
め
づ
ら
し
く
、

文
字
ご
と
に
は
じ
め
て
聞
き
つ
け
た
ら
む
こ
と
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ

る　
　

 

、
あ
さ
ま
し
く
め
で
た
け
れ
。（
七
〔
捨
て
が
た
き
ふ
し

―
法
華
経
〕
一
八
六
⑭
～
一
八
七
⑤
）

　

右
例
に
お
い
て
、
提
題
の
ハ
を
付
け
た
「
こ
れ
は
、」
の
「
こ
れ
」

は
、
法
華
経
を
指
し
て
い
て
、
聞
く
た
び
に
新
鮮
な
感
じ
が
し
て
一

文
字
ご
と
に
初
め
て
聞
い
て
気
づ
い
た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
点

が
驚
く
ば
か
り
す
ば
ら
し
い
、
と
い
っ
て
い
る
。

こ
そ

は

こ
そ

⒂
ま
た
「
…
、
同
じ
心
な
る
友
な
く
て
、
た
だ
独ひ

と

り
眺な

が

む
る　

 

、

い
み
じ
き
月
の
光
も
い
と
す
さ
ま
じ
く
、
見
る
に
つ
け
て
も
、
恋

し
き
こ
と
多
か
る　
　

 

、
い
と
わ
び
し
け
れ
。」（
二
〔
捨
て
が

た
き
ふ
し
―
月
〕
一
八
二
⑧
～
⑬
）

○ 

ま
し
て
亡な

き
人
の
書
き
た
る
も
の
な
ど
見
る　

 

、
い
み
じ
く
あ

は
れ
に
、
年と

し

月つ
き

の
多
く
積
も
り
た
る
も
、
た
だ
今
筆ふ

で

う
ち
濡ぬ

ら
し

て
書
き
た
る
や
う
な
る　
　

 

、返
す
返
す
め
で
た
け
れ
。（
三〔
捨

て
が
た
き
ふ
し
―
文
〕
一
八
三
⑩
～
⑬
）

　

右
⒂
も
続
く
右
例
も
、
ハ
に
よ
っ
て
提
題
さ
れ
た
事
柄
も
、
述
部

と
な
っ
て
い
る
形
容
詞
に
対
し
て
コ
ソ
が
付
随
し
て
主
部（
対
象
語
）

と
な
っ
て
い
る
事
柄
も
、
い
ず
れ
も
活
用
語
連
体
形
準
体
法
の
名
詞

句
で
あ
る
。
提
題
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
、
あ
る
状
況
に
限
っ
た
場

合
、
ど
う
い
う
印
象
が
生
じ
る
か
を
述
べ
て
い
る
各
一
文
で
あ
る
。

　

⒁
と
そ
れ
に
準
じ
て
解
せ
る
二
例
と
、
⒂
と
そ
れ
に
準
じ
て
解
せ

る
一
例
と
の
五
例
が
、
こ
の
、
提
題
の
ハ
を
付
け
た
主
部
（
提
題
の

文
の
成
分
）
と
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る

係
結
形
容
詞
文
で
あ
る
。
そ
の
提
題
の
ハ
を
付
け
た
主
部
に
つ
い
て

は

こ
そ

は

こ
そ
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は
、「
象
は
鼻
が
長
い
。」
文
の
「
象
は
」
を
総
主
語
と
呼
ぶ
呼
び
方

を
受
け
入
れ
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
か
ど
う
か
な
ど
、
な
お
、
判
断

で
き
て
い
な
い
点
も
多
く
、
当
面
、
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）
と

し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
提
題
の
ハ
が
用
い
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
う

解
せ
る
構
文
の
用
例
を
見
る
の
で
あ
る
。

⒃
大
納
言
〔　

〕、
山
へ
登
り
ざ
ま
に
、
そ
の
た
ま
と
い
ふ
童わ

ら
はに

逢あ

ひ
た
る
ほ
ど　
　

 

、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
れ
。（
三
八
〔
海
人
の

刈
藻
〕
二
四
九
⑤
～
⑥
）

　

右
⒃
の
冒
頭
に
あ
る
「
大
納
言
、」
は
、
ハ
を
付
け
て
い
な
い
が
、

ハ
が
あ
る
も
の
と
し
て
読
め
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
非
表
出
の
ハ

が
、
見
え
て
き
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
注

（
10
）
に
お
い
て
触
れ
た
『
土
佐
日
記
』
の
「
死し

ン

じ
子
〔　

〕、
顔
〔　

〕

よ
か
り
き
。」（
一
月
四
日
）
は
、
ハ
も
コ
ソ
も
な
い
無
助
詞
で
あ
る

が
、死
ん
で
し
ま
っ
た
子
は
器
量
が
よ
か
っ
た
、と
解
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
以
下
に
引
く
よ
う
に
、
類
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
三
九
〔
末
葉
の
露
〕
二
五
一
⑨
～
⑫
）（
同
二
五
一
⑬
～
二
五
二

こ
そ

①
）（
同
二
五
二
⑤
～
⑦
）（
四
二
〔
宇
治
の
川
波
〕
二
五
三
⑭
～

二
五
四
①
）
の
各
コ
ソ
を
末
尾
と
す
る
主
部
（
対
象
語
）
の
上
に
位

置
す
る
主
部（
提
題
の
文
の
成
分
）と
見
ら
れ
る「
宰
相
中
将
の
心
、」

「
大
将
の
失う

せ
の
ほ
ど
、」「
前
関
白
大
将
、」「
大
将
、」
の
各
末
尾
に

は
ハ
が
想
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。
三
九
の
〔
末
葉
の
露
〕
に
は
、
該
当

用
例
が
三
例
見
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
こ
の
語
り
手
女
房
の
、
一
つ
の

傾
向
化
と
思
え
て
く
る
。

〇
…
、
ま
た
あ
り
つ
る
若
き
声
に
て
、「〔　
　
　
　

〕
い
ま
だ
〔『
源

氏
物
語
』ヲ
〕見
は
べ
ら
ぬ　
　

 

口
惜
し
け
れ
。…
」と
言
へ
ば
、

…
。（
八
〔
源
氏
物
語
〕
一
八
九
①
～
②
）

　

右
例
は
、
一
人
の
女
房
が
「『
源
氏
物
語
』
を
あ
れ
ほ
ど
傑
作
に

作
り
あ
げ
た
の
は
普
通
の
人
間
の
し
わ
ざ
と
も
思
え
な
い
。」と
言
っ

た
の
で
、
別
の
あ
る
女
房
が
そ
れ
に
応
じ
た
発
言
で
あ
る
。「
私
は

ま
だ
そ
の
『
源
氏
物
語
』
を
見
て
い
な
い
こ
と
が
残
念
で
す
。」
と

い
う
よ
う
に
、
自
分
の
思
い
を
述
べ
た
発
言
で
あ
る
。〔　
　
　
　

〕

に
は
、「
わ
が
思
ひ
は
、」
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
こ
よ
う
か
。
そ
う
感

じ
と
っ
て
し
ま
う
と
、
前
節
の
第
三
節
で
取
り
上
げ
た
、
主
部
（
対

こ
そ
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象
語
）
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
の
多
く
が
、

こ
の
よ
う
に
」
見
え
て
き
て
し
ま
う
よ
う
で
も
あ
る
。
実
は
、
こ
の

用
例
は
、
既
に
、
第
三
節
の
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ

が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
と
し
て
処
理
し
て
き
て
い
る
一
例

で
あ
る
。『
徒
然
草
』
に
お
い
て
も
、「〔
命
は
、〕
長
く
と
も
四
十
に

足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん　
　

 

、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。」（
七
段
）

な
ど
、
見
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⒄
『
み
か
は
に
咲
け
る
』　　

 

、
歌　

 
よ
け
れ
。（
四
一
〔
み
か
は

に
咲
け
る
〕
二
五
三
⑥
）

　

右
⒄
は
、
散
佚
物
語
『
み
か
は
に
咲
け
る
』
に
つ
い
て
、
歌
が
す

ば
ら
し
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
歌
だ
け
が
よ
い
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。『
徒
然
草
』
の
「
下
戸
な
ら
ぬ

　
　

 

男　

 

よ
け
れ
。」
部
分
だ
け
を
見
た
と
き
、
酒
が
飲
め
な
く

な
い
の
は
男
の
場
合
は
許
さ
れ
る
と
い
う
の
か
、
男
と
い
う
も
の
は

酒
が
飲
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
か
、
ま
だ
ま
だ
、
多
様
に

解
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
『
み
か
は
に
咲
け
る
』
と
い
う
作
品
に

つ
い
て
は
、
そ
の
歌
を
ど
う
評
価
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。『
み

こ
そ

こ
そ

は

こ
そ

は

か
は
に
咲
け
る
』
と
い
う
作
品
の
評
価
が
見
え
て
い
な
け
れ
ば
、
こ

の
一
文
は
読
み
解
け
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
、
提
題
の
ハ
を
付
け
た
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）

と
コ
ソ
を
付
け
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る
係
結
形
容
詞
文
に

も
、
係
結
の
原
則
を
外
れ
た
表
現
は
見
ら
れ
た
。

〇
六
条
御み

息や
す

所ど
こ
ろ　

 

、
あ
ま
り
に
物も

の

の
怪け

に
出い

で
ら
る
る　
　

 

恐

ろ
し
け
れ
ど×

、
人
ざ
ま
、
い
み
じ
く
、
心
に
く
く
、
好
も
し
く
は

べ
る
な
り
。（
一
二〔
源
氏
物
語
―
好
も
し
き
女
〕一
九
四
①
～
②
）

　

右
例
は
、
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
物

の
怪
と
な
っ
て
出
ら
れ
る
の
が
恐
ろ
し
い
と
い
う
難
点
で
あ
る
が
、

人
柄
は
好
も
し
い
感
じ
だ
、
と
い
っ
て
い
る
文
で
あ
る
。
そ
の
難
点

を
そ
こ
ま
で
で
言
い
切
ら
な
い
で
、
逆
接
の
接
続
助
詞
「
ど
」
を
接

続
さ
せ
た
た
め
に
、
当
初
は
結
び
の
表
現
で
あ
っ
た
「
恐
ろ
し
け
れ
」

が
流
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
提
題
の
ハ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）

と
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る
係
結
形
容
詞

文
に
関
連
す
る
用
例
が
、
⒃
と
そ
の
一
群
が
五
例
、
十
分
な
読
解
に

は

こ
そ
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至
り
え
て
い
な
い
⒄
一
例
、
そ
し
て
、
こ
の
一
群
と
見
え
て
結
び
の

流
れ
て
い
る
一
例
と
の
七
例
を
見
て
き
た
。

　

本
節
、
提
題
の
ハ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）
と

コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る
係
結
形
容
詞
文

は
、
併
せ
て
、
十
二
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
主
部
（
対
象

語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
で
も
あ
っ

て
、
そ
の
、
主
部
（
対
象
語
）
に
付
随
す
る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ

係
結
形
容
詞
文
は
、一
二
四
例
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、こ
の『
無

名
草
子
』
コ
ソ
の
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

五
　�

題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
文
／
「
…
こ
そ
…
は

あ
れ
。」
文
（
古
型
）
の
残
存
用
例

　
『
枕
草
子
』
に
は
、「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
構
文
の
用
例
が
五
例

見
ら
れ
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
の
用
例
が
四
例
見
ら
れ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
の
用
例
四
例
を

見
る
だ
け
で
あ
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

〇
を
の
こ　

 

、
ま
た
随
身　
　

 

あ
れ
。（
枕
草
子
・
四
六
段
・

一
〇
三
ペ
ー
ジ
）

は

こ
そ

〇
秋
の
野
の
お
し
な
べ
た
る
を
か
し
さ　

 

薄　
　

 

あ
れ
。（
同
・

六
五
段
・
一
二
一
ペ
ー
ジ
）

〇
あ
や
し
く
つ
ぶ
れ
が
ち
な
る
も
の　

 

胸　
　

 

あ
れ
。（
同
・

一
四
四
段
・
二
七
〇
ペ
ー
ジ
）

〇
か
し
こ
き
も
の　

 

乳め
の
と母

の
男

を
と
こ　

　

 

あ
れ
。（
同
・
一
八
〇
段
・

三
一
七
ペ
ー
ジ
）

〇
世
の
中
に
な
ほ
い
と
心
憂
き
も
の　

 

、
人
に
に
く
ま
れ
む
事

　
　

 

あ
る
べ
け
れ
。（
同
・
二
四
九
段
・
三
八
〇
ペ
ー
ジ
）

〇
蠅は

へ　
　

 

に
く
き
物
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
く
、
愛あ

い

敬ぎ
や
うな

き
も
の

　

 

あ
れ
。（
同
・
四
一
段
・
九
九
ペ
ー
ジ
）

〇
主と

の

殿も
づ

司か
さ　

　

 

、
な
ほ
を
か
し
き
も
の　

 

あ
れ
。（
同
・
四
五
段
・

一
〇
二
ペ
ー
ジ
）

〇
位く

ら
ゐ　

　

 

め
で
た
き
も
の　

 

あ
れ
。（
同
・
一
七
五
段
・
三
一
五

ペ
ー
ジ
）

〇
男を

と
こ　
　

 

な
ほ
い
と
あ
り
が
た
く
あ
や
し
き
心
地
し
た
る
も
の

　
 

あ
れ
。（
同
・
二
五
〇
段
・
三
八
一
ペ
ー
ジ
）

〇
…
、
人
の
心　
　

 

う
た
て
あ
る
も
の　

 

、
…
と
思
さ
る
。（
源

氏
物
語
❷
・
葵
・
七
三
ペ
ー
ジ
）

〇
「
人
の
心　
　

 

う
き
も
の　

 

あ
れ
。
…
」
と
う
ち
泣
き
つ
つ
の

は

こ
そ

は

こ
そ

は

こ
そ

は

こ
そこ

そ

は

こ
そ

は

こ
そ

は

こ
そ

は

こ
そ

は

こ
そ

は
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た
ま
ふ
。（
同
❸
・
少
女
・
五
二
ペ
ー
ジ
）

〇
「
…
、
い
ま
め
き
た
る
言
の
葉
に
ゆ
る
ぎ
た
ま
は
ぬ　
　

 

妬
き

こ
と　

 
は
た
あ
れ
。
…
」
な
ど
笑
ひ
た
ま
ふ
。（
同
❸
・
玉
鬘
・

一
三
八
ペ
ー
ジ
）

〇「
女　
　

 

罪
深
う
お
は
す
る
も
の　

 

あ
れ
。…
」（
同
❻
・
浮
舟
・

一
三
四
ペ
ー
ジ
）

　

右
各
用
例
に
難
解
な
単
語
は
な
く
、い
ず
れ
も
短
い
一
文
で
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
を
読
解
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な

い
。
古
く
、
山
田
孝
雄
は
、『
日
本
文
法
論
』
に
お
い
て
も
『
平
安

朝
文
法
史
』
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
「
あ
れ
（
→
あ
り
）」
を
取
り

立
て
て
い
て
、
そ
の
説
明
の
姿
勢
に
異
同
を
見
せ
る

（
（（

（
注

。
そ
れ
ら
用
例

の
通
釈
を
漠
然
と
造
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
よ
り
古
い
時
代
か
ら

も
、
そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
も
、「
は
あ
れ
」
の
上
に
「
に
」
が

な
く
て
も
、
デ
ア
ル
と
訳
し
て
き
て
い
る
し
、
デ
ア
ル
と
訳
し
て
い

る
。こ
れ
ら
表
現
は
、時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、そ
の「
は
あ
れ
」「
こ

そ
あ
れ
」
の
上
に
「
に
」
を
入
れ
た
「
に
は
あ
れ
」「
に
こ
そ
あ
れ
」

化
し
て
い
く
と
い
っ
て
よ
く
、
筆
者
は
そ
の
追
跡
を
し
た
こ

（
（注

（
注

と
が
あ

る
。

こ
そ

はこ
そ

は

　
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
構
文
の
「
…
は
」
と
「
…
こ
そ
」
と
を
入

れ
換
え
た
か
に
見
え
る
「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
に
つ
い
て
、

江
口
正
弘
は
、
そ
の
よ
う
に
順
序
を
変
え
た
も
の
だ
と
い
っ
て
い

た
（
（注

（
注

。ハ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
普
遍
性
あ
る
抽
象
概
念
が
、コ
ソ
に
よ
っ

て
具
体
的
な
事
例
や
状
態
な
ど
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
読
み
と
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

題
述
文
と
い
っ
た
の
は
、
ハ
な
ど
に
よ
っ
て
主
題
を
提
示
し
て
叙

述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
う
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
多
く

の
解
決
で
き
て
い
な
い
中
古
の
こ
の
表
現
が
、『
無
名
草
子
』
に
も

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⒅
ま
た
、「
こ
の
世
に
、
い
か
で
か
か
る
こ
と
あ
り
け
む
と
、
め
で

た
く
お
ぼ
ゆ
る
こ
と　

 

、
文ふ

み　
　

 

は
べ
れ
な
。（
三
〔
捨
て
が

た
き
ふ
し
―
文
〕
一
八
二
⑭
～
一
八
三
①
）

　

右
⒅
、
こ
の
世
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
、
手
紙
で
す
よ
、
と
読
み
と
る
一
文
で

あ
る
。
一
般
に
、「
文
に
こ
そ
は
べ
れ
な
。」
と
見
て
、
こ
の
世
で
す

ば
ら
し
く
思
わ
れ
る
こ
と
は
手
紙
で
す
よ
、
と
読
ん
で
い
る
。

は

こ
そ
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○
ま
た
、「
…
、
思
へ
ど
思
へ
ど
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ

　

 
、
法
華
経　
　

 

お
は
し
ま
せ
。
…
」
と
言
ふ
な
れ
ば
、
…
。

（
七
〔
捨
て
が
た
き
ふ
し
―
法
華
経
〕
一
八
六
⑭
～
一
八
七
①
）

　

右
例
、
ど
う
考
え
て
も
す
ば
ら
し
く
思
わ
れ
な
さ
る
の
は
、
法
華

経
が
、
そ
れ
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
と
読
み
と
れ
る
表
現
で
あ
る
。
法

華
経
に
敬
意
を
払
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

⒆
そ
れ
に
と
り
て
、
夕ゆ

ふ

月づ
く
よ夜

ほ
の
か
な
る
よ
り
、
有あ

り

明あ
け

の
心
細
き
、

折
も
嫌
は
ず
、
と
こ
ろ
も
分
か
ぬ
も
の　
 

、
月
の
光
ば
か
り

　
　

 

は
べ
ら
め
。（
二
〔
捨
て
が
た
き
ふ
し
―
月
〕
一
八
一
⑦
～

⑪
）

　

右
⒆
、
夕
方
の
ほ
の
か
な
月
を
は
じ
め
、
明
け
方
の
心
細
い
感
じ

の
月
ま
で
、
折
も
嫌
わ
ず
、
場
所
も
区
別
し
な
い
の
は
、
月
の
光
だ

け
が
、
そ
れ
で
し
ょ
う
、
と
読
み
と
っ
た
後
、
そ
の
「
…
は
…
ば
か

り
こ
そ
あ
れ
。」
文
を
口
癖
に
し
て
い
る
女
房
が
い
る
か
に
も
思
え

て
き
た
。

は

こ
そ

は

こ
そ

○ 

「
…
。
別
れ
に
し
昔
の
人
も
、
あ
り
し
な
が
ら
の
面
影
を
定
か
に

見
る
こ
と　

 

、た
だ
こ
の
道
ば
か
り　
　

 

は
べ
れ
。…
」（
四〔
捨

て
が
た
き
ふ
し
―
夢
〕
一
八
四
⑩
～
⑪
）

　

右
例
の
「
こ
の
道
」
は
夢
の
道
、
つ
ま
り
、
夢
路
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
を
し
か
見
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
構
文
に
よ
る
表
現
が
紫
式
部
を
語
ろ

う
と
す
る
前
段
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

⒇
歌
を
も
詠よ

み
、
詩
を
も
作
り
て
名
を
も
書
き
置
き
た
る　
　

 

、

百も
も

年と
せ

、
千ち

と
せ年

を
経
て
見
れ
ど
も
、
た
だ
今
、
そ
の
主ぬ

し

に
さ
し
向
か

ひ
た
る
心こ

こ
ち地

し
て
、い
み
じ
く
あ
は
れ
な
る
も
の　

 

あ
れ
。（
五
九

〔
女
の
論
―
紫
式
部
〕
二
七
六
⑦
～
⑩
）

　

右
⒇
の
、
末
尾
に
コ
ソ
が
付
随
す
る
意
味
の
ま
と
ま
り
と
末
尾
に

ハ
が
付
随
す
る
意
味
の
ま
と
ま
り
と
を
見
た
と
き
、
普
遍
性
あ
る
抽

象
的
概
念
を
意
味
し
て
い
る
の
は
、
ハ
が
付
随
す
る
意
味
の
ま
と
ま

り
の
ほ
う
で
あ
る
。
コ
ソ
が
付
随
す
る
意
味
の
ま
と
ま
り
は
、
具
体

は

こ
そ

こ
そ

は
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的
な
書
き
残
し
た
作
品
を
い
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
、
何
千
年
何
百
年

経
と
う
と
、
対
面
し
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
感
慨
深
い
こ
と
に

相
当
す
る
の
で
あ
る
。

（
21
）
ま
た
、「『
心
高
き
』　　

 

、
東
宮
の
宣せ
ん

旨じ

な
ど
、
今
の
世
に

と
り
て
は
古
き
も
の
〔　

〕
は
べ
れ
。
…
」（
三
五
〔
心
高
き
〕

二
四
六
③
～
④
）

　

右
⒇
に
つ
い
て
は
、「（
東
宮
の
宣
旨
な
ど
）
今
の
世
に
と
り
て
は

古
き
も
の
」
と
い
う
意
味
の
ま
と
ま
り
の
末
尾
に
、
ハ
を
想
定
で
き

る
か
を
感
じ
と
り
た
い
。
そ
こ
に
、
ハ
が
想
定
で
き
た
ら
、
こ
れ
も

ま
た
、
題
述
文
「
…
こ
そ
‥
は
あ
れ
。」
構
文
の
用
例
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
題
述
文
の
古
型
に
も
、
係
結
の
原
則
か
ら
外
れ
る
も

の
が
見
ら
れ
た
が
、
以
下
の
二
例
と
も
、
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
ま
で

も
な
く
、
直
ち
に
結
び
の
流
れ
と
い
え
る
用
例
で
あ
る
。

○
ま
た
、「
…
、
昔
の
契ち

ぎ

り
も
か
た
じ
け
な
く
思
ひ
知
ら
る
る
こ
と

　

 

、
こ
の
月
ば
か
り　
　

 

は
べ
る×

を×

、
…
」（
三
〔
捨
て
が
た

こ
そ

は

こ
そ

き
ふ
し
―
月
〕
一
八
二
⑧
～
⑬
）

○
ま
た
、
む
げ
に
こ
の
ご
ろ
出
で
来
た
る
も
の
、
あ
ま
た
見
え
し

　
　

 

、
な
か
な
か
古
き
も
の
よ
り
は
、
言こ

と

葉ば

遣づ
か

ひ
、
あ
り
さ
ま

な
ど
、
い
み
じ
げ
な
る　

 

は
べ
る
め
れ
ど×

、
…
。（
四
六
〔
今
の

世
の
物
語
〕
二
五
六
⑩
～
⑬
）

　

右
後
例
の
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
の
ハ
が
モ
に
な
っ
て
い

る
点
に
つ
い
て
は
、
ハ
を
末
尾
に
添
え
て
述
べ
よ
う
と
想
定
し
て
い

た
事
柄
が
、
予
想
以
上
に
極
端
な
段
階
に
至
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か

ら
か
に
思
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
も
は
や
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」

構
文
と
し
て
は
崩
壊
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
発
想
段
階
に

あ
っ
て
は
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
構
文
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
に

感
じ
と
れ
て
く
る
用
例
で
あ
る
。

　

右
二
例
の
結
び
の
流
れ
だ
け
で
な
く
、
既
に
同
趣
の
結
び
の
流
れ

を
、
第
三
節
に
お
い
て
二
例
、
第
四
節
に
お
い
て
一
例
見
て
き
て
い

た
。当
代
に
あ
っ
て
は
、挿
入
文
と
見
て
よ
い「
…
こ
そ
…
已
然
形
、」

の
下
に
、
さ
ら
に
逆
接
の
接
続
助
詞
を
付
け
て
表
現
す
る
表
現
が
一

般
化
し
て
き
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
枕
草
子
』
に
見
ら
れ
た
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
構
文
、

こ
そ

も
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『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』に
み
ら
れ
た
題
述
文「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」

構
文
が
、
こ
の
『
無
名
草
子
』
に
は
、
七
例
確
認
さ
れ
た
。
あ
る
い

は
と
い
う
例
も
あ
っ
て
、
八
例
と
数
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
か
。

六
　�

題
述
文
「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
文
／
「
…
こ
そ
…

に
は
あ
れ
。」
文
（
新
型
）
の
残
存
形
態

　
『
枕
草
子
』
に
見
ら
れ
た
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
文
や
『
枕

草
子
』『
源
氏
物
語
』
に
み
ら
れ
た
題
述
文
「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」

文
は
、
そ
の
後
、
徐
々
に
、「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
文
う
や
「
…

こ
そ
…
に
は
あ
れ
。」
文
へ
と
変
移
・
漸
移
し
て
い
っ
た
。
小
稿
に

お
い
て
も
、
既
に
触
れ
た
旧
稿
「
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」
と
、

そ
の
変
移
・
漸
移
の
諸
相
（
上
）（
下
）」
に
お
い
て
観
察
し
て
き
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、『
枕
草
子
』
の
「
秋
の
野
の
お
し
な
べ
た
る
を
か
し
さ

は
薄
こ
そ
あ
れ
。」（
六
五
段
）
は
、
能
因
本
に
は
、「
秋
の
野
をマ

マ

し

な
へ
た
る
おマ

マ

か
し
さ
は
す
ヽ
き
に◎

こ
そ
あ
れ
」（
校
本
枕
冊
子
七
〇

段
）
と
な
っ
て
い
た
。『
栄
花
物
語
』
で
は
、「『
そ
の
な
か
に
も
こ

の
帯
こ
そ
、
い
み
じ
き
物
に
て
は
べ
れ
』
な
ど
…
。」（
❷
・
巻

二
三
・
こ
ま
く
ら
べ
の
行
幸
・
四
三
三
ペ
ー
ジ
）
と
ま
で
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
に
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
が
入
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
に
」
の
下
に
接
続
助
詞
「
て
」
ま
で
が

付
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
の
「
は
」

は
、
い
つ
か
消
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
新
型
「
…

こ
そ
…
に
は
あ
れ
。」
文
は
、
視
点
を
名
詞
文
・
動
詞
文
・
形
容
詞

文
の
別
に
移
し
た
と
き
、
名
詞
文
と
見
え
て
き
て
、
主
部
に
付
随
す

る
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
名
詞
文
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
既
に
、
第
一
節
に
お
い
て
、
該
当
用
例
十
例
を
見

て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
、
主
部
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る

コ
ソ
係
結
名
詞
文
は
、
題
述
文
「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」
文
が
、
時

を
経
て
、
主
部
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名
詞
文
の
「
…

こ
そ
…
に
は
あ
れ
。」
と
な
り
、『
無
名
草
子
』
に
は
「
…
こ
そ
…
に

て
あ
れ
。」「
…
こ
そ
…
に
て
は
べ
れ
。」
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

第
一
節
に
お
い
て
、
八
例
の
確
か
な
用
例
を
見
て
き
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
い
ま
一
型
の
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
文
が
新

型
と
な
っ
た
「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
文
は
、
ど
う
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
。「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
の
「
に
」
が
断
定
の
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助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
最
末
尾
の

「
あ
れ
」
は
、
補
助
動
詞
と
し
て
の
「
あ
り
」
の
已
然
形
と
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
を
用
い

た
断
定
表
現
「
…
な
り
。」
に
コ
ソ
が
介
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

筆
者
は
こ
れ
を
述
部
内
強
調
の

（
（注

（
注

コ
ソ
と
呼
ん
で
き
て
い
る
。

（
22
）『
伊
勢
物
語
』
な
ど
申
す　

 

、
た
だ
業な

り

平ひ
ら

が
好
き
心
の
ほ
ど

見
せ
む
料れ

う

に
し
た
る
も
の
に　
　

 
は
べ
れ
。（
四
七〔
伊
勢
物
語
・

大
和
物
語
〕
二
五
八
⑦
～
⑧
）

　

右
（
22
）
の
述
部
は
、「
業
平
が
好
き
心
の
ほ
ど
見
せ
む
料
に
し

た
る
も
の
な
り
。」
に
コ
ソ
を
介
在
さ
せ
、
丁
寧
語
を
用
い
た
表
現

に
し
た
も
の
で
あ
る
。「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
構
文
に
傚
う
用
例

と
し
て
、他
に（
二〔
捨
て
が
た
き
ふ
し
―
月
〕一
八
一
⑥
～
⑦
）（
二
二

〔
狭
衣
物
語
―
さ
ら
で
も
あ
り
ぬ
べ
き
こ
と
〕
二
二
四
⑧
～
⑩
）
が

見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
述
部
は
、「
か
や
う
の
道
ば
か
り
に
こ
そ
は

べ
ら
め
。」「
殊こ

と

の
外ほ
か

な
る
こ
と
ど
も
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
。」
と
な
っ

て
い
る
。（
四
七
〔
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
〕
二
五
八
⑩
～
⑬
）
は
、

類
似
の
事
柄
を
取
り
立
て
た
か
ら
か
、
ハ
に
代
わ
っ
て
モ
を
用
い
、

はこ
そ

そ
の
述
部
は
、「
か
の
至
ら
ぬ
隈く
ま

な
き
し
わ
ざ
に
こ
そ
は
べ
る
め
れ
。」

と
な
っ
て
い
る
。

（
2（
）
ま
た
、
人
、「
す
べ
て
、
あ
ま
り
に
な
り
ぬ
る
人
の
、
そ
の
ま

ま
に
て
は
べ
る
た
め
し
〔　

〕、
あ
り
が
た
き
わ
ざ
に　
　

 

あ
め

れ
。
…
」（
五
三
〔
女
の
論
―
清
少
納
言
〕
二
六
六
⑫
～
⑭
）

　

右
（
2（
）
の
空
欄
部
に
ハ
を
想
定
し
た
と
き
、
そ
の
一
文
は
、「
…

は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
文
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
提
示
の

は
た
ら
き
の
ハ
の
非
表
出
は
、
小
稿
の
用
例
⒃
な
ど
に
お
い
て
も
見

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
提
題
性
の
文
の
成
分

そ
の
も
の
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
こ
れ
ま
た
、
⒃
の
用
例
に

続
い
て
引
い
た
（
八
〔
源
氏
物
語
〕
一
八
九
①
～
②
）
に
お
い
て
も

見
て
き
て
い
る
。『
徒
然
草
』
の
「〔
命
は
、〕
長
く
と
も
四
十
に
足

ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め
や
す
か
る
べ
け
れ
。」（
七
段
）
も
、

そ
の
用
例
で
あ
る
。

○
心
ざ
ま
、
振
る
舞
ひ
な
ど
ぞ
、
い
と
心
に
く
か
ら
ず
、
か
ば
か
り

の
歌
ど
も
詠
み
出い

づ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
は
べ
ら
ぬ
に
、〔
和
泉
式

こ
そ
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部
ノ
歌
数
ノ
多
サ　

 

〕
し
か
る
べ
き
前さ

き

の
世よ

の
こ
と
に　
　

 

あ

ん
め
れ
。（
五
五
〔
女
の
論
―
和
泉
式
部
〕
二
七
〇
③
～
⑤
）

　

右
例
は
、
和
泉
式
部
の
歌
数
の
多
さ
を
い
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
前

世
か
ら
の
因
縁
だ
と
い
っ
て
い
る
。（
五
三
〔
女
の
論
―
清
少
納
言
〕

二
六
七
⑨
）
も
、
そ
の
述
部
「
い
と
い
み
じ
か
り
け
る
も
の
に
こ
そ

あ
め
れ
。」
か
ら
見
て
「〔
清
少
納
言
ノ
和
歌
ハ
〕」
が
想
定
さ
れ
て

こ
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
述
部
内
強
調
の
コ
ソ
係
結
文
に
も
、
係
結
の
原
則
に

外
れ
る
用
例
が
見
ら
れ
た
。

○
何
事
も
〔
文ふ

み

以
外
ハ
、〕
た
だ
さ
し
向
か
ひ
た
る
ほ
ど
の
情な

さ
けば

か

り
に
て　
　

 

は
べ
る×

に×

、
こ
れ
は
、
た
だ
昔
な
が
ら
、
つ
ゆ
変

は
る
こ
と
な
き
も
、
い
と
め
で
た
き
こ
と
な
り
。（
三
〔
捨
て
が

た
き
ふ
し
―
文
〕
一
八
三
⑭
～
一
八
四
①
）

○
ま
た
、「
…
。
…
、
こ
の
人
の
身
に
は
、
あ
る
が
中
に
恨
め
し
き

ふ
し
あ
る
人
に
て　
　

 

は
べ
る
め
る×

を×

。
…
」
と
言
ふ
も
、
…

（
二
五
〔
夜
の
寝
覚
―
め
で
た
き
人
〕
二
三
一
④
～
⑦
）

ハ

こ
そ

こ
そ

こ
そ

　

右
前
例
は
、
接
続
助
詞
「
に
」
に
接
続
さ
せ
て
し
ま
っ
た
結
果
の

結
び
の
流
れ
で
あ
り
、
右
後
例
は
、
間
投
助
詞
「
を
」
に
接
続
さ
せ

て
し
ま
っ
た
結
果
の
結
び
の
流
れ
で
あ
る
。

　

以
上
、
述
部
内
強
調
の
う
ち
の
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連

用
形
「
に
」
や
そ
れ
に
接
続
助
詞
「
て
」
が
付
い
た
も
の
に
コ
ソ
が

付
い
た
用
例
を
観
察
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
題
述
文
「
…
は
…
こ

そ
あ
れ
。」
文
が
変
移
し
た
結
果
の
述
部
内
コ
ソ
強
調
文
で
あ
っ
た
。

七
　�『
無
名
草
子
』
に
見
る
主
部
の
い
ろ
い
ろ
に
付
随
す
る

コ
ソ

　

改
め
て
並
べ
立
て
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
小
稿
は
、
各
節
の

順
に
従
っ
て
、『
無
名
草
子
』
の
な
か
に
見
る
コ
ソ
係
結
文
の
コ
ソ

が
主
部
と
い
わ
れ
る
文
の
成
分
に
付
随
し
た
用
例
を
逐
一
追
っ
て
、

そ
の
観
察
と
整
理
と
を
続
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
各
節
の
見
出
し
の

順
で
、
一
に
主
部
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
名
詞
文
、
二

に
主
部
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
動
詞
文
、三
に
主
部（
対

象
語
）
に
付
く
コ
ソ
が
構
成
す
る
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
、
四
に
提
題

の
ハ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
（
提
題
の
文
の
成
分
）
と
コ
ソ
を
付
随
さ

せ
た
主
部
（
対
象
語
）
と
か
ら
成
る
係
結
形
容
詞
文
、
ま
で
の
と
こ
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ろ
で
、
四
種
類
の
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
が
確
認
さ
れ
た
。
五
に

は
、
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
文
／
「
…
こ
そ
…
は
あ
れ
。」

文
（
古
型
）
の
残
存
用
例
が
見
ら
れ
た
。
そ
の
「
あ
れ
」
の
主
部
と

し
て
の
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主
部
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
こ

れ
が
二
種
類
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
六
種
類
の
コ
ソ
を
付
随
さ
せ
た
主

部
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
節
の
六
に
取
り
上
げ

た
第
述
文
「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
文
／
「
…
こ
そ
…
に
は
あ
れ
。」

文
（
新
型
）
の
残
存
形
態
は
、
コ
ソ
に
付
随
す
る
主
部
と
し
て
は
後

者
が
第
一
節
の
コ
ソ
係
結
名
詞
文
に
変
身
し
て
お
り
、
後
者
は
、
述

部
内
強
調
の
コ
ソ
係
結
文
と
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
構
文
が
変
移
を
見
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

小
稿
の
第
四
節
・
第
五
節
に
は
、無
助
詞
の
文
の
成
分
に
つ
い
て
、

助
詞
を
想
定
し
て
読
解
を
試
み
て
き
て
い
る
用
例
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
用
例
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
、
そ
の
読
解
に
挑
戦
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
小
稿
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
コ
ソ
を
付
随
さ

せ
た
主
部
が
、
こ
の
『
無
名
草
子
』
に
お
い
て
は
六
種
類
存
在
し
た

こ
と
を
報
告
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

（
注
）

１ 　

拙
稿「『
徒
然
草
』コ
ソ
係
結
文
の
構
造
と
兼
好
の
認
識
の
論
理
」（「
國

學
院
雑
誌
」
第
一
二
〇
巻
第
九
号
、
二
〇
一
九
年
九
月
／
拙
著
『
文
構

造
の
観
察
と
読
解
』（
新
典
社
、
令
和
四
（
二
〇
二
二
）
年
）
に
Ⅰ
中

古
和
文
と
『
徒
然
草
』
の
〔
３
〕『
徒
然
草
』
コ
ソ
係
結
文
の
構
造
と

し
て
収
録
）

２ 　

文
部
省
（
後
に
文
部
科
学
省
）
検
定
教
科
書
・
学
校
図
書
『
中
学
国

語
二
』（
昭
和
四
九
（1974

）
年
度
以
降
令
和
二
（2020

）
年
度
末
の

廃
刊
ま
で
）
に
、
こ
の
文
論
を
採
用
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
現
場
教

師
向
け
解
説
を
中
学
校
指
導
シ
リ
ー
ズ
国
語
『
口
語
文
法
の
あ
ゆ
み
―

『
学
図
』
の
わ
か
り
や
す
い
文
法
―
』（
学
校
図
書
、
昭
和
五
二
（1977

）

年
）
に
よ
っ
て
試
み
た
。
ま
た
、
拙
稿
「
い
ま
、
文
の
成
分
は
ど
う
捉

え
ら
れ
て
い
る
か
（
上
）（
下
）
―
中
学
校
教
科
書
の
「‒

語
」
と
「‒

部
」
と
な
ど
―
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
〇
〇
巻
第
一
〇
・
一
二
号
、

一
九
九
九
年
一
〇
・
一
二
月
／
拙
著
『
文
構
造
の
観
察
と
読
解
』
に
Ⅳ

学
校
文
法
の
文
の
成
分
の
〔
１
〕
検
定
教
科
書
の
文
の
成
分
と
し
て
収

録
）に
お
い
て
、各
社
の
姿
勢
の
違
い
を
比
較
し
て
み
た
こ
と
も
あ
る
。

３ 　

佐
久
間
鼎
『
日
本
語
の
特
質
』（
育
英
書
院
、
昭
和
一
六
（1941

）
年
）

と
三
上
章
『
現
代
語
法
序
説
』（
刀
江
書
院
、
昭
和
二
八
（195（

）
年
）

と
か
ら
名
詞
文
・
動
詞
文
を
学
び
、
川
端
善
明
「
用
言
」（『
講
座
日
本
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語　

第
六
巻　

文
法
Ⅰ
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五
一
（1976

）
年
）

か
ら
形
容
詞
文
を
学
ん
だ
。

４ 　

例
え
ば
、
鈴
木
朖あ
き
ら『
言
語
四
種
論
』（
文
政
七
（1824

）
年
）
は
、

現
在
の
形
容
詞
と
「
あ
り
」
と
を
一
つ
に
し
て
「
形あ
り

状か
た

ノ
詞
」
と
呼
ん

で
い
る
。

５ 　

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
六
（1941

）
年
）

第
三
篇
「
各
論
」
第
三
章
「
文
法
論
」
四
「
文
の
成
立
条
件
」
二
「
文

に
お
け
る
格
」
㈡
「
主
語
格
と
対
象
格
」（
三
七
三
ペ
ー
ジ
以
降
）
に

お
い
て
、
対
象
語
と
呼
ん
で
い
る
。

６ 　

注
１
参
照
。
一
単
語
の
抽
象
概
念
性
名
詞
と
コ
ソ
を
用
い
て
取
り
立

て
た
主
部
（
対
象
語
）
に
形
容
詞
が
述
部
と
し
て
用
い
た
一
文
は
そ
の

抽
象
概
念
性
名
詞
の
普
遍
的
性
情
を
い
の
ま
ま
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
随

想
的
文
章
に
は
、
そ
の
よ
う
な
文
が
お
の
ず
か
ら
多
く
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
た
だ
そ
こ
で
も
、「
神
楽
こ
そ
」（
一
六
）「
和
歌
こ
そ
」（
一
四
）

「
神
の
社
こ
そ
」（
二
四
）「
秋
こ
そ
」（
一
九
）「
始
め
終
り
こ
そ
」（
一
三
七
）

な
ど
と
見
る
程
度
で
あ
っ
た
。

７ 　
「
こ
れ
は
、
い
つ
も
め
づ
ら
し
か
ら
ぬ
常と
き
は磐

の
蔭か
げ

に
て
、
有あ
り

栖す

川
の

音お
と

よ
り
外ほ
か

は
人
目
稀ま
れ

な
る
御
住
ま
ひ
に
て
、
い
つ
も
た
ゆ
み
な
く
お
は

し
ま
し
け
む
ほ
ど
こ
そ
、
限
り
な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
へ
。」

文
が
、
こ
の
（
六
二
〔
女
の
論
―
大
斎
院
（
選
子
）〕
二
八
二
③
～
⑥

ほ
ど
）
で
あ
る
。
そ
の
「（
限
り
な
く
）
め
で
た
く
」
と
い
う
形
容
詞

連
用
形
は
、
時
枝
誠
記
の
い
う
「
思
ふ
」
等
の
上
に
あ
る
連
用
形
で
、

「
め
で
た
し
と
」
に
相
当
し
、
コ
ソ
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
め
で
た
け

れ
と
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
表
現
の
論
理
か
ら
は
、

「
限
り
な
く
め
で
た
け
れ
と
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
で
あ
る
は
ず
の
文

意
が
、
注
９
に
見
る
引
用
文
外
の
末
尾
に
結
び
が
現
れ
る
用
例
と
同
じ

く
、結
び
が
引
用
文
外
の「
と
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
へ
」に
及
ん
で
し
ま
っ

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
動
詞
文
と
な
っ
て

い
て
も
、
そ
の
実
質
は
形
容
詞
文
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
⑾
の
類

例
と
判
断
し
た
。

８ 　

使
用
テ
キ
ス
ト
新
全
集
本
は
、
そ
の
「
ま
め
人
の
大
将
」
を
〈
ま
じ

め
人
間
の
大
将
夕
霧
が
、〉
と
現
代
語
訳
し
て
い
る
。

９ 　

例
え
ば
、
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
明
治
書
院
、
明
治
四
一

（1908

）
年
発
行
、
大
正
一
五
（1926

）
年
増
訂
版
）
の
第
十
五
章
第

四
節
係
結
三
係
結
の
変
コ
ソ
の
結
に
も
、「
こ
の
帝
…
…
父
帝
の
位
に

即
か
せ
給
ひ
て
五
日
と
い
ふ
日
に
生
れ
給
へ
り
け
む
こ主そ
い
か
に
折
さ

へ
花客ト

モや
か
に
め
で
た
か叙り
け
む
と
覚
え
侍
れ
（
大
鏡
）」
な
ど
が
引
か

れ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
係
結
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
広
く
認
識
さ
れ

て
い
る
。

10 　

一
般
に
主
語
が
重
な
る
と
み
ら
れ
る
「
象
は
鼻
が
長
い
。」
文
の
第
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一
主
語
「
象
は
」
を
草
野
清
民
が
総
主
語
と
呼
ん
だ
の
を
受
け
て
、
い

ま
、
こ
の
文
構
造
の
文
を
総
主
文
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
古
典
語
文
を

見
た
と
き
、
ハ
・
コ
ソ
を
伴
わ
な
い
用
例
「
死
し
子
、
顔
よ
か
り
き
。」

（
土
佐
日
記
／
小
田
勝
『
実
例

詳
解

古
典
文
法
総
覧
』
指
摘
）
も
見
ら
れ
る
が
、

ハ
・
コ
ソ
係
結
形
容
詞
文
に
そ
の
該
当
用
例
が
多
い
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
こ
の
注
記
は
、
追
っ
て
取
り
上
げ
る
用
例
⒃
に
向
け
て
の
も
の
と

受
け
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

11 　

山
田
孝
雄
は
、『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
、
明
治
四
一
（1908

）
年

発
行
、
昭
和
二
七
（1952

）
年
重
版
）
第
一
部
語
論
第
四
章
語
の
運
用

第
四
語
の
用
法
（
四
）
助
詞
の
用
法
（
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
「
は
あ
れ
」「
こ
そ
あ
れ
」
に
つ
い
て
は
係
助
詞
が
付
属
す
る

と
き
は
「
に
」
を
省
い
て
「
あ
り
（
→
あ
れ
）」
に
接
し
て
い
る
と
し

て
い
る
が
、『
平
安
朝
文
法
史
』（
宝
文
館
、
昭
和
二
七
（1952

）
年
発

行
、昭
和
四
三（1968

）年
第
五
刷
）第
二
章
語
論
第
二
節
用
言（
一
一
九

ペ
ー
ジ
）
に
お
い
て
は
、
同
じ
「
は
あ
れ
」「
こ
そ
あ
れ
」
に
つ
い
て
「
あ

り
（
→
あ
れ
）」
が
上
に
係
助
詞
を
必
須
と
し
て
統
覚
を
表
し
て
い
る

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
「
あ
り
（
→
あ
れ
）」
の
認
識
が
、「
に
」
を
省

い
た
と
い
う
説
明
か
ら
「
あ
り
（
→
あ
れ
）」
そ
の
も
の
に
統
覚
の
機

能
が
あ
る
と
い
う
説
明
へ
と
移
っ
て
い
る
。

12 　

拙
稿
「
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」
と
、
そ
の
変
移
・
漸
移
の
諸

相
（
上
）（
下
）」（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
〇
五
巻
第
七
・
一
二
号
、

二
〇
〇
四
年
七
・
一
二
月
／
拙
著
『
文
構
造
の
観
察
と
読
解
』
の
Ⅰ
中

古
和
文
と
『
徒
然
草
』
の
〔
２
〕
擬
述
文
「
…
こ
そ
あ
れ
」
と
、
そ
の

漸
移
・
変
移
と
し
て
収
録
）

1（ 　

江
口
正
弘
「「
こ
そ
あ
れ
」
考
―
文
型
と
意
味
―
」（「
国
語
学
」
第

五
五
号
、
昭
和
三
八
（196（

）
年
一
二
月
）

14 　

拙
稿
「
係
結
の
構
文
論
的
考
察
」（「
文
教
大
学
国
文
」
第
一
〇
号
、

昭
和
五
六
年
三
月
）
／
平
成
七
年
一
一
月
刊
行
の
拙
著
『
補
助
用
言
に

関
す
る
研
究
』（
右
文
書
院
、第
三
編
第
八
章
と
し
て
収
録
）に
お
い
て
、

被
補
助
語
に
下
接
す
る
係
助
詞
の
結
び
が
補
助
語
に
現
れ
る
一
群
が
述

部
内
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
述
部
内
強
調
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
た
。


