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小
田
　
勝

キ
ー
ワ
ー
ド
：
和
歌
の
修
辞　

比
喩　

直
喩　

隠
喩

一
　
は
じ
め
に

　
「
比フ
ィ
ギ
ユ
ア喩」

と
は
、
動
作
・
状
態
を
他
の
も
の
に
喩
え
る
言
語
表
現

で
あ
る
。
一
般
に
、「
…
（
の
）
よ
う
だ
」
な
ど
の
比
喩
標
識
を
用

い
る
も
の
を
「
直シ

ミ
リ
ー喩

」
と
呼
び
、
比
喩
標
識
を
表
示
し
な
い
形
式
を

「
隠メ

タ
フ
ァ
ー喩」
と
呼
ぶ
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る

と
思
う
。
第
一
点
は
、
ふ
つ
う
隠
喩
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
、
二
つ
の

異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

１
ａ　

 

も
と
よ
り
君
は
か
ぐ
は
し
く
／
阿あ

で艶
に
匂
へ
る
花
な
れ
ば

（
萩
原
朔
太
郎
「
昨
日
に
ま
さ
る
恋
し
さ
の
」『
氷
島
』）

　
　

ｂ　

 

嫂
あ
に
よ
めは
返
事
を
す
る
前
に
、
一
応
代
助
の
様
子
を
、
試
験
官

の
眼
で
見
た
。（
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』）

　
　
ｃ　

 ［
私
ノ
夫
ハ
］
い
か
な
る
花
（
＝
美
女
）
を
も
見
て
、
心

を
移
し
た
る
や
。
よ
く
よ
く
ね
ん
ご
ろ
に
占
ひ
て
給
は
り

候
ふ
べ
し
。（
御
伽
草
子
「
弥
兵
衛
鼠
絵
巻
」
新
潮
日
本

古
典
集
成
）

す
な
わ
ち
右
の
１
ａ
は
「
君
」
を
「
花
［
ノ
ヨ
ウ
］
な
れ
ば
」、
ｂ

は
「
試
験
官
の
［
ヨ
ウ
ナ
］
眼
」
と
、「
君
」
や
「
眼
」
を
類
似
す

る
別
の
も
の
（
後
述
す
る
よ
う
に
、
正
確
に
言
え
ば
「
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
異
に
す
る
別
の
も
の
」
で
あ
る
）
に
喩
え
た

0

0

0

「
比
喩
」
で
あ
る
が
、

ｃ
は
「
美
女
」
と
い
う
事
物
の
名
称
を
類
似
性
に
基
づ
い
て
「
花
」

に
変
更
し
た

0

0

0

0

「
名
辞
変
更
」
と
捉
え
ら
れ
る
。
和
歌
の
例
を
あ
げ
れ

和
歌
に
お
け
る
比
喩
の
表
現
形
式
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ば
、次
例
２
の
傍
線
部
は
い
ず
れ
も
隠
喩
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
考
え
か
た
に
よ
れ
ば
、
２
ａ
は
比
喩
、
ｂ
は
「
涙
→
海
」
の
名

辞
変
更
と
い
え
る
。

　

２
ａ　

 

な
ご
の
海
の
霞
の
間
よ
り
な
が
む
れ
ば
入
日
を
洗
ふ
沖
つ

白
波
（
新
古
今
・
三
五（

１
））

　
　

ｂ　

 

し
き
た
へ
の
枕
の
下
に
海
は
あ
れ
ど
人
を
み
る
め
は
生
ひ

ず
ぞ
あ
り
け
る
（
古
今
・
五
九
五
）

す
な
わ
ち
、「
○
喩
」（
直
喩
を
除
く
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
喩
え

を
述
語
や
修
飾
語
と
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
「
比
喩
」
と
、
項
と

し
て
表
示
さ
れ
る
名
詞
、
そ
の
他
の
文
中
の
語
・
語
句
・
表
現
を
、

類
似
性
・
関
連
性
等
に
基
づ
い
て
別
の
語
・
語
句
・
表
現
に
変
更
す

る
と
こ
ろ
の
「
名
辞
変
更
」
と
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
、

︱
こ
れ
は
誰
し
も
問
題
に
す
る
こ
と
で

あ
る
が

︱
比
喩
標
識
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
、
人
間

で
あ
る
「
彼
」
に
つ
い
て
、
３
ａ
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
直
喩
、
ｂ

は
隠
喩
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

　

３
ａ　

彼
は
虎
の
よ
う
だ
。

　
　

ｂ　

彼
は
虎
だ
。

そ
れ
で
は
、
３
ａ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
変
形
す
る
と
、

ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

３
ｃ　

彼
に
は
虎
の
よ
う
な
獰
猛
さ
が
あ
る
。

　
　

ｄ　

虎
ほ
ど
の
獰
猛
さ
を
も
っ
た
彼
は
〜

　
　
ｅ　

彼
は
虎
よ
り
も
恐
ろ
し
い
。

　
　

ｆ　

彼
は
虎
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
恐
ろ
し
い
人
だ
。

　
　
ｇ　

彼
は
虎
に
似
て
い
る
。

ｃ
は
直
喩
、
ｅ
・
ｇ
は
事
実
を
述
べ
た
文
、
ｄ
・
ｆ
は
何
と
も
言
い

に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か）

（
（

。し
か
し
分
類
は
ど
う
あ
れ
、

ｃ
〜
ｇ
の
い
ず
れ
も
、
人
間
で
あ
る
「
彼
」
に
つ
い
て
、「
彼
」
が

属
さ
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
虎
」
を
用
い
て
表
現
し

て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
稿
者
は
和
歌
に
お
け
る
修

辞
体
系
を
捉
え
る
一
環
と
し
て
、
和
歌
に
お
け
る
比
喩
の
表
現
形
式

を
確
認
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
一
度
は
比
喩
と
呼
ば
れ
る
表

現
形
式
を
3
ｃ
〜
ｇ
の
よ
う
な
も
の
に
ま
で

︱
つ
ま
り
「
似
て
い

る
」
の
よ
う
な
事
実
を
述
べ
た
文
に
ま
で

︱
拡
張
し
て
、
そ
の
表

現
形
式
を
洗
い
出
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
か
か
る
要
請
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
、
比
喩
を
広
く
、

　

※　
 

あ
る
事
物
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

別

の
事
物
と
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
る
表
現
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と
捉
え
、
和
歌
に
お
け
る
そ
の
表
現
形
式
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
（
あ
り
得
る
）
か
、
素
描
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
は
本
稿
に
お
け
る
比
喩
の
定
義
で
あ
る
が
、
傍
点
部
分
（
非
事
実

の
認
識
（
国
立
国
語
研
究
所
（
一
九
七
七
）
二
八
頁
））
が
必
須
の

条
件
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
繰
り
返
す
が
、
本
稿

で
は
1
ｃ
の
よ
う
な
「
名
辞
変
更
」
は
比
喩
と
は
別
の
も
の
と
考
え

て
い
て）

3
（

、
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

二
　
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
表
す
語
を
用
い
た
比
喩
表
現

　

ま
ず
、
当
然
な
が
ら
、
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
示
す
機
能
語
（
付
属

語
）
を
用
い
る
比
喩
表
現
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
比
況
の
助
動
詞
を
用

い
る
も
の
、
比
喩
を
表
す
助
詞
「
の
」、「
に
」、「
と
」
を
用
い
る
も

の
で
あ
る）

4
（

。

　

4
ａ　

 

あ
を
に
よ
し
奈
良
の
都
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今

盛
り
な
り
（
万
葉
集
・
三
二
八
）

　
　

ｂ　

 

吉
野
川
岩
波
高
く
行
く
水
の
は
や
く
ぞ
人
を
思
ひ
そ
め
て

し
（
古
今
・
四
七
一
）

　
　
ｃ　

 

我
が
泣
く
涙　

有
間
山　

雲
居
た
な
び
き　

雨
に
降
り
き

や
（
万
葉
集
・
四
六
〇
）

　
　

ｄ　

 

ふ
る
さ
と
は
雪
と
の
み
こ
そ
花
は
散
る
ら
め
（
古
今
・

一
一
一
）

上
代
の
「-

な
す
」「-

も
こ
ろ
」
は
、「
…
の
よ
う
な
」「
…
の
よ
う

に
」
の
意
を
作
る
接
尾
辞
で
あ
る）

5
（

。

　

５
ａ　

 

ま
玉
な
す
二
つ
の
石
を　

世
の
人
に
示
し
給
ひ
て
（
万
葉

集
・
八
一
三
）

　
　

ｂ　

 

綜へ

そ麻
か
た
の
林
の
前さ
き

の
さ
野の

榛は
り

の
衣き
ぬ

に
付
く
な
す
目
に
つ

く
我
が
背
（
万
葉
集
・
一
九
）

　

6　

 

我
が
大
君
の　

立
た
せ
ば
玉
藻
の
も
こ
ろ　

臥こ

や
せ
ば
川
藻

の
ご
と
く
（
万
葉
集
・
一
九
六
）

　

 「
…
に
似
た
り
」
は
「
如
し
」「
や
う
な
り
」
と
同
意
の
慣
用
連
語

で
あ
る
。

　

7　

 

い
に
し
へ
の
尾
上
の
鐘
に
似
た
る
か
な
岸
打
つ
波
の
暁
の
声

（
新
古
今
・
一
九
六
八
）

動
詞
を
用
い
た
表
現
で
、「
…
に
た
と
ふ
」「
…
に
よ
そ
ふ
」
と
い
う

の
は
、
譬
え
と
し
て
直
接
的
で
あ
ろ
う
。

　

８
ａ　

 

白
露
も
夢
も
こ
の
世
も
ま
ぼ
ろ
し
も
た
と
へ
て
言
へ
ば
ひ

さ
し
か
り
け
り
（
後
拾
遺
・
八
三
一
）

　
　

ｂ　

 
世
の
中
に
ふ
れ
ど
か
ひ
な
き
身
の
ほ
ど
は
た
ま
ら
ぬ
雪
に
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よ
そ
へ
て
ぞ
見
る
（
続
拾
遺
・
六
五
〇
）

　
　
ｃ　

 
愛う
る
はし

み
我
が
思
ふ
君
は
な
で
し
こ
が
花
に
な
そ
へ
て
見
れ

ど
飽
か
ぬ
か
も
（
万
葉
集
・
四
四
五
一
）

ほ
か
に
、「
あ
や
ま
つ
」「
分
か
ず
」「
か
よ
ふ
」「
心
地
す
」「
見
ゆ
」

「
見
る
」「
思
ふ
」
な
ど
も
比
喩
表
現
を
作
る
。

　

９
ａ　

 

み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た

れ
け
る
（
古
今
・
六
〇
）

　
　

ｂ　

 

水
や
空
空
や
水
と
も
見
え
分
か
ず
［
ソ
ノ
水
ト
空
ト
ニ
］

か
よ
ひ
て
澄
め
る
秋
の
夜
の
月
（
新
後
拾
遺
・
三
七
二
）

　
　
ｃ　

 

煙
立
つ
小
野
の
炭す
み

竈が
ま

雪
積
み
て
富
士
の
高
嶺
の
心
地
こ
そ

す
れ
（
長
秋
詠
藻
）

　
　

ｄ　

 

大
空
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
川
上
に
星
と
ぞ
見
ゆ
る
篝
火
の

影
（
貫
之
集
）

　
　
ｅ　

 

山
川
の
水
の
水
上
尋
ね
来
て
星
か
と
ぞ
見
る
白
菊
の
花

（
長
秋
詠
藻
）

　
　

ｆ　

 

秋
の
月
昼
と
は
見
え
て
冴
え
寒
し
雪
と
思
ふ
は
庭
の
白
露

（
千
五
百
番
歌
合
）

三
　
判
断
文
に
よ
る
比
喩
表
現

　

判
断
文
「
Ａ
は
Ｂ
な
り
。」
の
形
で
比
喩
を
表
す
の
は
典
型
的
な

隠
喩
の
構
文
で）

6
（

、
現
代
語
で
は
ふ
つ
う
「
彼
は
虎
だ
。」（
＝
3
ｂ
）

の
よ
う
に
「
Ａ
を
Ｂ
に
喩
え
る
」（
Ａ
が
実
際
の
事
物
（
実
像
）
で
、

Ｂ
が
喩
（
虚
像
））
こ
と
を
表
す
の
だ
が
、
和
歌
の
場
合
は
、
こ
の

句
型

︱
多
く
は
「
け
り
」
を
伴
っ
て
「
Ａ
は
Ｂ
な
り
け
り
。」
の

形
に
な
る

︱
で
、「
Ａ
を
Ｂ
に
喩
え
る
」
場
合
と
「
Ｂ
を
Ａ
に
喩

え
る
」
場
合
と
の
二
つ
が
あ
る
か
ら
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
次
例

10
は
「
Ａ
を
Ｂ
に
喩
え
る
」（
Ａ
が
実
像
、
Ｂ
が
虚
像
）
で
あ
る
。

　

10
ａ　

 

嵐
吹
く
三み

室む
ろ

の
山
の
も
み
ぢ
葉
は
龍
田
の
川
の
錦
な
り
け

り
（
後
拾
遺
・
三
六
六
）

　
　

ｂ　

 

む
ば
た
ま
の
夜
の
み
降
れ
る
白
雪
は
照
る
月
影
の
積
も
る

な
り
け
り
（
後
撰
・
五
〇
三
）

次
例
11
は
逆
に
、「
Ｂ
を
Ａ
に
喩
え
る
」（
Ａ
が
虚
像
、
Ｂ
が
実
像
）

で
あ
る
。
Ａ
に
見
え
た
が
実
は
Ｂ
だ
っ
た
と
い
う
方
が
表
現
に
力
が

出
る
の
で
、
和
歌
で
は
こ
ち
ら
の
型
（
11
の
型
）
の
方
が
多
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
念
の
た
め
10
ｄ
に
近
世
の
例
も
あ
げ
て
お
く
。

　

11
ａ　

 
秋
風
に
声
を
ほ
に
あ
げ
て
来
る
舟
は
天あ
ま

の
門と

わ
た
る
雁
に
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ぞ
あ
り
け
る
（
古
今
・
二
一
二
）

　
　

ｂ　
 

河
竹
の
夜
ご
と
に
燈と
も

す
篝
火
は
宿
る
蛍
の
光
な
り
け
り

（
二
条
院
讃
岐
集
）

　
　
ｃ　

 

人
知
れ
ぬ
思
ひ
を
常
に
す
る
が
な
る
富
士
の
山
こ
そ
我
が

身
な
り
け
れ
（
古
今
・
五
三
四
）

　
　

ｄ　

 

夏
川
の
水
隈く
ま

隠
れ
の
乱
れ
藻
に
夜
咲
く
花
は
螢
な
り
け
り

（
桂
園
一
枝
）

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
次
例
1（
の
よ
う
な
歌
に
あ
っ
て
は
、「
氷
魚
」

と
「
氷
」
の
ど
ち
ら
が
実
像
な
の
か
一
瞬
と
ま
ど
う
が
、
こ
れ
も
11

の
型
で
あ
る
。

　

1（　

 

月
清
み
瀬
々
の
網
代
に
に
寄
る
氷
魚
は
玉
藻
に
冴
ゆ
る
氷
な

り
け
り
（
金
葉
・
二
度
本
・
二
六
八
）

Ａ
に
見
え
た
が
実
は
Ｂ
だ
っ
た
と
い
う
、
そ
の
Ａ
の
提
示
は
「
…
は
」

以
外
で
も
表
す
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
次
例
13
も
、
述
語
の
方
が
実

像
で
あ
る
。

　

13　

 

伊
勢
の
海
の
清
き
浜
辺
に
照
る
影
を
玉
と
拾
へ
ば
蛍
な
り
け

り
（
守
覚
法
親
王
集
）

　

3
ｂ
の
「
彼
は
虎
だ
。」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、「
彼
の

名
は
虎
だ
。」
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

　

14　

 

東
あ
づ
ま

路ぢ

の
勿な
こ
そ来

の
関
は
我
が
恋
ふ
る
人
の
心
の
名
に
こ
そ
あ
り

け
れ
（
散
木
奇
歌
集
）

　
「
Ａ
は
Ｂ
か
」
と
い
う
疑
問
文
の
形
式
で
も
、
Ｂ
が
Ａ
と
は
異
な

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
（
定
義
※
に
お
け
る

傍
点
部
分
の
条
件
）、
比
喩
表
現
と
な
る
。

　

15
ａ　

 

空
晴
れ
て
散
り
来
る
雪
は
ひ
さ
か
た
の
月
の
桂
の
花
に
や

あ
る
ら
ん
（
長
秋
詠
藻
）

　
　

ｂ　

 

谷
風
に
と
く
る
氷
の
ひ
ま
ご
と
に
う
ち
出
づ
る
波
や
春
の

初
花
（
古
今
・
一
二
）

　
「
Ａ
は
Ｂ
な
れ
や
」「
Ａ
は
Ｂ
か
も
」
と
い
う
の
は
、
Ａ
を
Ｂ
に
喩

え
る
形
式
で
あ
る
が
、
和
歌
で
は
上
の
句
側
に
こ
れ
が
置
か
れ
て
、

後
続
の
句
で
そ
の
よ
う
に
喩
え
た
理
由
が
説
明
さ
れ
る
の
が
一
般
的

な
形
で
あ
る
。

　

16　

 

我
が
恋
は
深
山
隠
れ
の
草
な
れ
や
し
げ
さ
ま
さ
れ
ど
知
る
人

の
な
き
（
古
今
・
五
六
〇
）

　

17　
 

玉
梓
の
妹
は
玉
か
も
あ
し
ひ
き
の
清
き
山
辺
に
撒
け
ば
散
り

ぬ
る
（
万
葉
集
・
一
四
一
五
）

こ
の
句
型
は
、
あ
る
事
物
を
一
見
類
似
性
も
隣
接
性
も
な
い
謎
の
事

物
に
喩
え
、
後
で
そ
の
謎
を
解
き
明
か
し
て
、
な
る
ほ
ど
そ
の
よ
う
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な
比
喩
が
成
立
す
る
と
相
手
に
納
得
さ
せ
る
も
の
で
、要
す
る
に「
謎

か
け
問
答
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
小
田
勝
（
二
〇
一
七
）

で
は
「
謎め

い

喩ゆ

」
と
呼
ん
だ
（
稿
者
の
造
語）

7
（

）。

　

あ
る
物
が
、
そ
れ
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に
す
る
別
の
物
に
「
な

り
ゆ
く
」「
な
る
」
と
い
う
表
現
も
、

︱
そ
れ
が
事
実
で
な
い
な

ら
ば
（
＝
比
喩
の
条
件
）

︱
比
喩
（
隠
喩
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

18
ａ　

 

桜
咲
く
比
良
の
山
風
吹
く
ま
ま
に
花
に
な
り
ゆ
く
志
賀
の

浦
波
（
千
載
・
八
九
）

　
　

ｂ　

 

草
む
ら
の
虫
の
声
よ
り
暮
れ
そ
め
て
真ま
さ
ご砂

の
上
ぞ
月
に
な

り
ぬ
る
（
風
雅
・
五
七
九
）

　
　
ｃ　

 

岩
が
根
の
凝こ

り
敷
く
山
を
越
え
来
れ
ば
我
が
黒
駒
も
木
に

な
り
に
け
り
（
夫
木
和
歌
抄
）

　
「
Ｘ
な
ら
ね
ど
」
の
形
で
、「
Ｘ
で
は
な
い
が
、
Ｘ
と
同
じ
よ
う
に
」

の
意
を
つ
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
…
な
ら
ね
ど
」
も
比

喩
表
現
と
い
え
る）

8
（

。

　

19
ａ　

 

人
を
思
ふ
心
は
雁
に
あ
ら
ね
ど
も
雲
居
に
の
み
も
な
き
わ

た
る
か
な
（
古
今
・
五
八
五
）

　
　

ｂ　

 

ひ
と
り
寝
る
床
は
草
葉
に
あ
ら
ね
ど
も
秋
来
る
宵
は
露
け

か
り
け
り
（
古
今
・
一
八
八
）

　
　
ｃ　

 

春
風
に
あ
ら
ぬ
身
な
れ
ど
桜
花
た
づ
ぬ
る
人
に
厭
は
れ
に

け
り
（
散
木
奇
歌
集
）

次
例
（0
の
よ
う
な
「
Ｘ
と
も
見
え
な
く
に
」「
Ｘ
と
も
な
し
に
」
も
、

Ｘ
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
が
ら
、「
Ｘ
の
よ
う
で
あ
る
」
の
意
を

表
す
も
の
で
あ
る
。

　

（0
ａ　

 

秋
の
野
の
草
は
糸
と
も
見
え
な
く
に
置
く
白
露
を
玉
と
貫ぬ

く
ら
ん
（
後
撰
・
三
〇
七
）

　
　

ｂ　

 

磯い
そ

菜な

摘
む
海あ

ま人
と
は
な
し
に
我
ぞ
こ
の
ま
だ
し
ほ
し
ほ
と

濡
れ
ぬ
日
ぞ
な
き
（
山
田
法
師
集
）

　

順
接
の
否
定
表
現
は
、
例
え
ば
「
Ｘ
な
ら
ね
ば
」
は
「
Ｘ
で
は
な

い
か
ら
」「
Ｘ
と
異
な
る
の
で
」
の
意
に
な
る
か
ら
、
比
喩
に
は
な

ら
な
い
（
定
義
※
に
は
合
致
し
な
い
）。

　

（1　

 

胸
に
満
つ
思
ひ
は
あ
れ
ど
富
士
の
峰ね

の
煙
な
ら
ね
ば
知
る
人

も
な
し
（
新
後
撰
・
七
七
八
）

四
　
異
な
る
二
つ
の
事
物
の
比
較
と
い
う
こ
と

　

本
稿
に
お
け
る
比
喩
の
定
義
※
は
、
要
す
る
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異

に
す
る
二
つ
の
異
な
る
事
物
が
、
何
ら
か
の
点
で
は
同
じ
で
あ
る
と
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い
う
同
等
比
較
判
断
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
比

喩
と
は
畢
竟
比
較
表
現
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
同
等
比
較
の
表

現
に
は
「
…
ま
で
（
に
）」「
…
ば
か
り
に
」
が
あ
る
。

　

（（
ａ　

 

整
ふ
る
鼓つ
づ
みの

音
は　

雷
い
か
づ
ちの

声
と
聞
く
ま
で　

吹
き
鳴な

せ
る

小く

角だ

の
音
も
…
（
万
葉
集
・
一
九
九
）

　
　

ｂ　

 

あ
さ
ぼ
ら
け
有
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
降
れ

る
白
雪
（
古
今
・
三
三
二
）

「
…
ば
か
り
に
」
は
今
の
と
こ
ろ
和
歌
で
は
拾
え
て
い
な
い
。

　

（3　

 

そ
こ
ら
の
人
集
ま
り
て
、
里
も
響
く
ば
か
り
に
の
の
し
り
あ

へ
り
。（
東
関
紀
行
）

　

そ
の
よ
う
な
次
第
で
、「
志
は
富
士
山
よ
り
も
高
い
。」の
よ
う
に
、

優
等
（
劣
等
）
比
較
表
現
も
容
易
に
比
喩
表
現
に
転
じ
る
こ
と
に
な

る）
9
（

。「
一
日
の
命
、
万
金
よ
り
も
重
し
。」（
徒
然
草
）、「
木も
く

欒れ
ん

子じ

よ

り
も
小
さ
き
玉
に
て
ぞ
あ
り
け
る
。」（
宇
治
拾
遺
物
語
）
の
よ
う
に

過
大
（
過
小
）
な
事
物
（
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
異
に

す
る
事
物
で
あ
る
）
を
持
ち
出
し
て
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
と
非
事
実

的
に
（
空
想
的
に
）
表
現
す
る
こ
と
で
比
喩
と
な
る
も
の
で
、
（4
ａ

は
名
詞
と
名
詞
と
の
比
較
、
ｂ
ｃ
は
事
態
と
事
態
と
の
比
較
の
例
で

あ
る
。

　

（4
ａ　

 

む
ら
時
雨
晴
れ
つ
る
あ
と
の
山
風
に
露
よ
り
も
ろ
き
峰
の

紅
葉
ば
（
新
千
載
・
六
一
二
）

　
　

ｂ　

 

行
く
水
に
数
か
く
よ
り
も
は
か
な
き
は
思
は
ぬ
人
を
思
ふ

な
り
け
り
（
古
今
・
五
二
二
）

「
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
」
と
い
う
、
優
等
比
較
を
疑
問
文
形
式
で
表
現

し
た
も
の
も
多
い
。

　

（5　

 

曇
る
夜
の
月
と
我
が
身
の
行
く
末
と
お
ぼ
つ
か
な
さ
は
い
づ

れ
ま
さ
れ
り
（
後
拾
遺
・
八
七
〇
）

「
…
よ
り
」
を
使
わ
な
い
次
の
よ
う
な
例
も
、
比
較
に
よ
る
比
喩
と

い
え
よ
う
。

　

（6　

 

我
が
恋
は
よ
む
と
も
尽
き
じ
あ
り
そ
海
の
浜
の
真
砂
は
よ
み

尽
く
す
と
も
（
古
今
・
序
）

　

過
大
（
過
小
）
な
も
の
と
同
等
で
あ
る
と
表
現
す
れ
ば
、「
張
喩
」

（
誇
張
法
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
過
大
な
事
物
と
の
同
等
比
較
判

断
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
、
句
型
と
し
て
必
ず
し
も
比
較
構
文
で
あ
る

必
要
は
な
い
。
賀
歌
に
は
（7
ｅ
の
よ
う
な
表
現
が
多
い
。

　

（7
ａ　

 

我
が
恋
の
数
を
か
ぞ
へ
ば
天
の
原
曇
り
ふ
た
が
り
降
る
雨

の
ご
と
（
後
撰
・
七
九
五
）

　
　

ｂ　

 
ひ
と
り
寝
の
床
に
た
ま
れ
る
涙
に
は
石
の
枕
も
浮
き
ぬ
べ
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ら
な
り
（
古
今
六
帖
）

　
　
ｃ　

 
恋
ひ
わ
び
て
音
を
の
み
泣
け
ば
敷し
き

妙た
へ

の
枕
の
下
に
海
人
ぞ

釣
り
す
る
（
俊
頼
髄
脳
）

　
　

ｄ　

 

音
に
の
み
あ
り
と
聞
き
来
し
み
吉
野
の
滝
は
今
日
こ
そ
袖

に
落
ち
け
れ
（
新
古
今
・
九
九
一
）

　
　
ｅ　

 

君
が
代
は
千ち

よ世
に
一ひ
と
た
び度

ゐ
る
塵
の
白
雲
か
か
る
山
と
な
る

ま
で
（
後
拾
遺
・
四
四
九
）

過
小
な
事
物
と
の
同
等
比
較
で
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
（
（8
ａ

は
春
秋
の
経
過
を
二
日
と
表
現
し
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

）。

　

（8
ａ　

 

昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋

風
の
吹
く
（
古
今
・
一
七
二
）

　
　

ｂ　

 

恨
む
る
も
恋
し
と
い
ふ
も
聞
き
解
け
ば
響
き
と
声
と　

水

と
氷
と
［
ノ
ヨ
ウ
ニ
大
差
ナ
イ
モ
ノ
ダ
］（
散
木
奇
歌
集
）

　

さ
て
、
（7
ａ
・
（7
ｃ
・
（8
ｂ
の
よ
う
な
表
現
で
は
、
比
較
さ
れ
る

二
つ
の
事
物
が
複
文
と
し
て
一
文
中
に
連
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
れ
を
さ
ら
に
拡
張
し
て
、
二
文
の
連
置
を
考
え
て
み
よ
う
。
和
歌

に
は
、
人
情
を
表
す
句
と
、
情
景
を
表
す
句
と
を
連
置
す
る
手
法
が

あ
っ
て
、
稿
者
は
こ
れ
を
「
情
︱
景
連
置
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
文
の
連
置
も
、
異
な
る
事
態
を
表
す
二
文
間
の
同
等
性

が
示
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

（9
ａ　

 

物
思
ふ
心
の
秋
の
夕
ま
ぐ
れ
｜
真
葛
が
原
に
風
渡
る
な
り

（
拾
玉
集
）

　
　

ｂ　

 

三も
そ
ぢ十

よ
り
こ
の
世
の
夢
は
破
れ
け
り
｜
松
吹
く
風
や
よ
そ

の
夕
暮
れ
（
心
敬
集
）

す
な
わ
ち
右
の
よ
う
な
二
文
連
置
は
、
比
喩
な
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

あ
る
思
想
を
、
丸
ご
と
ま
っ
た
く
別
の
事
柄
を
語
る
一
文
で
表
現

す
る
も
の
は
「
諷ア

レ
ゴ
リ
ー喩」

と
呼
ば
れ
る
（
万
葉
集
に
い
わ
ゆ
る
「
寄
物

陳
思
歌
」、
こ
と
わ
ざ
の
「
掃
き
溜
め
に
鶴
」、「
鳶
が
鷹
を
生
む）

（1
（

」

の
類
で
あ
る
）。

　

30
ａ　

 

三
島
菅
い
ま
だ
苗
な
り
時
待
た
ば
着
ず
や
な
り
な
む
三
島

菅
笠
（
万
葉
集
・
二
八
三
六
）

　
　

ｂ　

 

越
え
ぬ
間ま

は
吉
野
の
山
の
桜
花
人
づ
て
に
の
み
聞
き
わ
た

る
か
な
（
古
今
・
五
八
八
）

　
　
ｃ　

 

よ
そ
に
の
み
見
て
や
や
み
な
ん
葛
城
や
高
間
の
山
の
嶺
の

白
雲
（
新
古
今
・
九
九
〇
）

　
　

ｄ　
 

心
か
ら
浮
き
た
る
舟
に
乗
り
そ
め
て
一ひ
と
ひ日
も
波
に
濡
れ
ぬ

日
ぞ
な
き
（
後
撰
・
七
七
九
）

　
　
ｅ　

 
思
へ
た
だ
野
辺
の
真
葛
も
秋
風
の
吹
か
ぬ
夕
べ
は
裏
見
や
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は
す
る
（
新
後
撰
・
一
一
七
一
）

諷
喩
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
た
め
に
は
、文
中
の
一
つ
以
上
の
語
が
、

実
は
別
の
事
柄
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
二
つ
の
型
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
隠
喩
に
よ

る
も
の
（
30
ａ
「
三
島
菅
＝
少
女
」、
ｂ
「
桜
花
＝
女
性
」、
ｃ
「
嶺

の
白
雲
＝
手
の
届
か
な
い
女
性
」、
ｄ
「
舟
＝
男
、
波
＝
涙
」）、
も

う
一
つ
は
同
音
を
利
用
し
た
掛
詞
に
よ
る
も
の
（
ｅ
「
秋
＝
飽
き
、

裏
見
＝
恨
み
」）
で
あ
る
。

五
　
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
表
現

　

本
節
で
は
、和
歌
に
み
え
る
そ
の
他
の
比
喩
表
現
を
み
て
ゆ
こ
う
。

い
ず
れ
も
如
上
の
比
喩
表
現
を
変
形
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
比
喩
表
現
と
い
う
の
は
、「
喩
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
喩

え
ら
れ
る
事
物
」
の
あ
り
よ
う
を
よ
り
具
体
的
に
描
写
す
る
も
の
で

あ
る
の
だ
が
（
例
え
ば
3
ｂ
の
「
彼
は
虎
だ
。」
と
い
う
の
は
、
喩

え
ら
れ
る
「
彼
」
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
た
文
で
あ
る
）、
そ
の
逆
、

例
え
ば
、

　

31　

 

こ
の
虫
も
、
き
っ
と
私
の
よ
う
に
悲
し
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。

で
、「
私
は
悲
し
い
」
の
意
を
伝
え
る
と
す
れ
ば
、「
喩
え
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
「
喩
え
る

0

0

0

事
物
」
の
あ
り
よ
う
を
詳
し
く
述
べ
る
（
こ
と

を
本
意
と
す
る
）文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。こ
の
よ
う
な
比
喩
を「
反

照
比
喩
」
と
呼
ぼ
う
。
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
次
例
3（
ａ
は
「
我

が
ご
と
」
と
言
い
な
が
ら
、
言
い
た
い
こ
と
は
「
我
は
も
の
悲
し
。」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

3（
ａ　

 

秋
の
夜
の
あ
く
る
も
知
ら
ず
鳴
く
虫
は
我
が
ご
と
も
の
や

悲
し
か
る
ら
ん
（
古
今
・
一
九
七
）

　
　

ｂ　

 

我
な
ら
ぬ
草
葉
も
も
の
は
思
ひ
け
り
袖
よ
り
ほ
か
に
置
け

る
白
露
（
後
撰
・
一
二
三
一
）

　

次
に
、同
等
性
判
断
の
強
制
。次
例
33
は
、「
…
の
よ
う
だ
と
思
え
」

と
相
手
に
強
制
す
る
表
現
で
あ
る
。

　

33
ａ　

 

今
日
だ
に
も
庭
を
盛
り
と
う
つ
る
花
消
え
ず
は
あ
り
と
も

雪
か
と
も
見
よ
（
新
古
今
・
一
三
五
）

　
　

ｂ　

 

恋
し
さ
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
を
ば
夜
半
の
蛍
に
よ
そ

へ
て
も
見
よ
（
新
後
撰
・
一
二
八
六
）

次
例
は
、
逆
に
「
…
の
よ
う
に
喩
え
る
な
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

34　
 

燃
ゆ
れ
ど
も
し
る
し
だ
に
な
き
富
士
の
嶺
に
思
ふ
中
を
ば
喩た
と

へ
ざ
ら
な
ん
（
貫
之
集
）

　

次
に
、
３
ａ
を
、
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35　

彼
は
、
虎
の
よ
う
に
獰
猛
で
は
な
い
。

の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
（
35
は
両
義
文
を
作
る
形
式

だ
が
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
「
虎
は
獰
猛
で
、
彼
は
獰
猛
で
は
な
い
」

の
意
で
あ
る
）。
こ
れ
は
「
彼
」
と
「
虎
」
と
の
間
に
同
等
性
が
な

い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
表
現
で
あ
る
が
、「
彼
」
に
つ
い
て
、

一
度
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
る
「
虎
」
を
持
ち
出
し
て
、
両
者
の
同
等

性
を
計
量
す
る
点
で
、
一
度
喩
え
た
上
で
の
否
定
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
一
種
の
「
曲リ

ト
ー
ト

言
法
」、「
修
辞
否
定
」
で
あ
る
。
36
ａ
の
「
水

の
」
の
「
の
」
は
比
喩
を
表
す
「
の
」
で
、「
水
の
（
水
ノ
ヨ
ウ
ニ
）

→
音
に
は
立
つ
」
と
な
る
と
こ
ろ
を
、「
音
に
は
立
て
じ
」
と
否
定

さ
れ
て
、
驚
か
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

36
ａ　

 

吉
野
河
岩
き
り
と
ほ
し
行
く
水
の
音
に
は
立
て
じ
恋
ひ
は

死
ぬ
と
も
（
古
今
・
四
九
二
）

　
　

ｂ　

 

虫
の
ご
と
声
に
立
て
て
は
鳴
か
ね
ど
も
涙
の
み
こ
そ
下
に

な
が
る
れ
（
古
今
・
五
八
一
）

　

人
は
よ
く
「
喩
え
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
表
現
で
、
最
大
級
の
悲

し
み
や
喜
び
を
表
現
す
る
。
こ
れ
は
比
喩
を
し
て
み
よ
う
と
し
て
不

能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
言
へ
ば
お
ろ
か
な
り
」
な

ど
の
「
名
状
不
能
」
表
現）

（1
（

の
一
つ
で
あ
る
。

　

37
ａ　

 

た
と
へ
て
も
言
は
む
か
た
な
し
月
影
に
薄
雲
か
け
て
降
れ

る
白
雪
（
千
載
・
四
五
〇
）

　
　

ｂ　

 

置
く
と
見
し
露
も
あ
り
け
り
は
か
な
く
て
消
え
に
し
人
を

何
に
た
と
へ
ん
（
新
古
今
・
七
七
五
）

　
　
ｃ　

 

君
が
代
を
何
に
喩
へ
む
と
思
へ
ど
も
果
て
な
き
も
の
の
あ

ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
（
頼
政
集
）

　
　

ｄ　

 

桜
花
ま
た
立
ち
な
ら
ぶ
物
ぞ
な
き
誰
ま
が
へ
け
ん
峰
の
白

雲
（
別
雷
社
歌
合
）

　

言
語
の
技
術
で
あ
る
比
喩
表
現
に
お
い
て
、
最
も
変
わ
っ
た
も
の

は
、
眼
前
の
物
体
を
指
し
て
、「
お
前
は
こ
れ
（
の
よ
う
）
だ
」
の

よ
う
に
、
物
事
を
眼
前
の
事
物
に
喩
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
よ

う
な
例
が
あ
る）

（1
（

。

　

38　

 

女
、
石
と
瓦
と
を
つ
つ
み
て

　
　
　

 

我
が
仲
は
こ
れ
と
こ
れ
と
に
な
り
に
け
り
頼
む
と［
別
レ
ノ
］

憂
き
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り
（
一
条
摂
政
御
集
）

六
　
終
わ
り
に

　

和
歌
の
比
喩
研
究
は
、
従
来
、
あ
る
語
が
ど
の
よ
う
に
喩
え
ら
れ

る
か
と
い
う
「
喩
辞
」（
喩
え
る
物
）
の
研
究
が
中
心
で
、
ど
の
よ
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う
な
構
文
・
句
型
で
比
喩
表
現
が
行
わ
れ
（
得
）
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（1
（

。
和
歌

に
お
け
る
比
喩
は
、
一
方
で
は
見
立
て
、
一
方
で
は
類
似
性
に
も
と

づ
く
語
の
産
出
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ）

（1
（

、
喩
辞
の
研
究
と
と
も
に
比

喩
の
表
現
形
式
に
つ
い
て
も
、
和
歌
の
表
現
史
に
組
み
入
れ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

注

（
1
） 

挙
例
の
出
典
は
、
万
葉
集
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
古
今
和
歌

集
は
岩
波
文
庫
、
そ
の
他
の
和
歌
は
す
べ
て
『
新
編
国
歌
大
観
』

に
よ
る
（
若
干
の
散
文
作
品
は
通
行
の
本
文
に
よ
っ
た
）。
勅
撰
集

は
「
和
歌
集
」
の
名
称
を
省
略
し
て
示
し
た
。
勅
撰
集
に
は
新
編

国
歌
大
観
番
号
を
、
万
葉
集
に
は
旧
国
歌
大
観
番
号
を
付
し
た
。

い
ず
れ
も
、
引
用
に
当
た
り
、
表
記
は
私
に
改
め
た
。

（
（
） 

直
喩
は
ま
た
「
明
喩
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
３
ａ
の
よ
う
に
喩
え

る
事
物
の
み
を
表
示
す
る
も
の
を
「
直
喩
」、
3
ｃ
の
よ
う
に
類
似

点
を
も
合
わ
せ
て
表
示
す
る
も
の
を
「
明
喩
」
と
区
別
す
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
の
立
場
で
は
、
例
え
ば
古
典
文
の
次
例
ａ
は
直
喩
、

ｂ
は
明
喩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

・
ａ　

 

お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、た
だ
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。

（
平
家
物
語
）

　
　
　

ｂ　

 

こ
の
あ
ら
ん
命
は
、
葉
の
薄
き

0

0

0

が
ご
と
し
。（
源
氏
物
語
・

手
習
）

　
　

 

ま
た
3
ａ
の
よ
う
に
限
定
の
無
い
事
物
に
喩
え
る
も
の
を
「
単
一
直

喩
」、「
腹
を
空
か
せ
た

0

0

0

0

0

0

虎
の
よ
う
だ
」
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
事
物

に
喩
え
る
も
の
を
「
拡
充
直
喩
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

立
場
で
は
、
例
え
ば
古
典
文
の
次
例
は
拡
充
比
喩
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
　

・ 

夜
も
す
が
ら
草
葉
に
つ
た
ふ
蛍
こ
そ
風
に
こ
ぼ
れ
ぬ
露
と
見
え
け

れ
（
正
治
初
度
百
首
）

　
　

３
ｆ
は
、
実
例
を
あ
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

・ 

末
遠
い
パ
ノ
ラ
マ
の
中
で
、
花
火
は
星ほ

し

水く
ら
げ母

ほ
ど
の
さ
や
け
さ
に

光
っ
て
は
消
え
た
。（
梶
井
基
次
郎
「
城
の
あ
る
町
に
て
」）

（
3
） 

稿
者
は
、
和
歌
に
お
け
る
全
修
辞
を
、（
一
）
配
語
操
作
、（
二
）

名
辞
変
更
、（
三
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
変
容
の
三
種
と
捉
え
て
い
て
、
比

喩
は
（
三
）
の
一
種
と
し
て
（
二
）
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
て
い
る
（
小
田
勝
（
近
刊
））。

（
4
） 「
Ａ
の
Ｂ
」
の
形
で
、「
Ａ
の
ヨ
ウ
ナ
Ｂ
」
で
は
な
く
て
、「
Ｂ
の
ヨ

ウ
ナ
Ａ
」
の
意
を
表
す
こ
と
が
あ
る
（「
限
定
語
反
転
」
と
い
う
）。
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・ 
ま
た
や
見
む
交
野
の
み
野
の
桜
狩
花
の
雪
（
＝
雪
ノ
ヨ
ウ
ナ
花
）

散
る
春
の
曙
（
新
古
今
・
一
一
四
）

　
　

 

見
立
て
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
Ｂ
の
Ａ
」
は
、
だ
い
た
い
「
Ａ
の

よ
う
な
Ｂ
」
の
意
で
あ
る
（
糸
井
通
浩
（
二
〇
一
八
）
四
五
二
頁
参

照
）。

　
　

・ 

天
の
海
に
雲
の
波
立
ち
月
の
船　

星
の
林
に
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ
（
万

葉
集
・
一
〇
六
八
）

　
　

・ 

空
の
海　

霞
の
網
は
か
ひ
ぞ
な
き
か
け
て
も
止と

め
ぬ
春
の
か
り
が

ね
（
永
享
百
首
）

　
　

 

歌
語
「
苔
の
緑
」
は
「
緑
苔
」、「
霞
の
衣
」
は
「
衣
の
よ
う
な
霞
」

の
意
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
の
」
は
比
喩
の
「
の
」
で
は
な
く
、
そ

の
語
順
を
反
転
さ
せ
た
「
配
語
操
作
」（
注
3
に
い
わ
ゆ
る
（
一
））

で
あ
る
と
考
え
る
。

（
5
） 「-

じ
も
の
」
は
「
…
の
よ
う
な
も
の
」
の
意
の
名
詞
を
つ
く
る
接

尾
辞
な
の
で
、
名
辞
変
更
と
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、「
犬
じ
も
の
道

に
伏
し
て
や
命
過
ぎ
な
む
」（
万
葉
集
・
八
八
六
）
の
よ
う
に
、
連

用
修
飾
語
と
し
て
「
ま
る
で
…
の
よ
う
に
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。
比
喩
に
な
ら
な
い
例
も
あ
る
。
小
柳
智
一

（
二
〇
一
四
）、
半
沢
幹
一
（
二
〇
二
二
）
二
四
〜
二
五
頁
参
照
。

（
6
） 

措
定
文
の
一
種
で
あ
る
こ
と
、
多
門
靖
容
（
二
〇
一
四
）
の
第
一

章
に
分
析
が
あ
る
。

（
7
） 

用
例
16
の
よ
う
な
類
似
性
の
機
知
に
よ
る
も
の
と
、

　
　

・ 

我
が
恋
は
葛
の
裏
葉
の
風
な
れ
や
靡
き
も
あ
へ
ず
吹
き
返
し
つ
る

（
俊
忠
集
）

　
　

・ 

我
が
恋
は
雲
居
に
見
ゆ
る
月
な
れ
や
影
に
な
れ
ど
も
逢
ふ
よ
し
も

な
し
（
久
安
百
首
）

　
　

・ 

煙
立
つ
小
野
の
炭す

み

竈が
ま

我
な
れ
や
嘆
き
を
つ
み
て
下
に
燃
ゆ
ら
ん（
新

千
載
・
一
八
四
〇
）

　
　

同
音
性
（
掛
詞
）
の
機
知
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。

　
　

・ 

夏
の
夜
は
浦
島
の
子
が
箱
な
れ
や
は
か
な
く
あ
け
て

0

0

0

0

0

0

0

悔
し
か
る
ら

ん
（
拾
遺
・
一
二
二
）

　
　

・ 

雲
も
な
く
な
ぎ
た
る
朝
の
我
な
れ
や
い
と
は
れ
て

0

0

0

0

0

の
み
世
を
ば
経

ぬ
ら
ん
（
古
今
・
七
五
三
）

　
　

・ 

冬
川
の
上
は
凍
れ
る
我
な
れ
や
下
に
な
か
れ
て

0

0

0

0

0

0

恋
ひ
わ
た
る
ら
ん

（
古
今
・
五
九
一
）

（
8
） 

木
下
正
俊
（
一
九
七
二
）
で
「
逆
接
の
比
喩
」
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
な
お
注
9
を
参
照
。

（
9
） 
半
沢
幹
一
（
二
〇
二
二
）
は
、
19
・
（0
の
類
を
「
比
喩
発
想
の
否

定
表
現
」、
（4
の
類
を
「
比
喩
発
想
の
比
較
表
現
」
と
し
、「
違
う

け
れ
ど
も
同
じ
と
い
う
方
に
重
点
を
置
く
の
が
直
喩
表
現
で
あ
る
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の
に
対
し
て
、
同
じ
だ
け
れ
ど
も
違
う
と
い
う
方
に
重
点
を
置
く

の
が
比
較
や
否
定
の
表
現
で
あ
る
」（
一
五
四
〜
一
五
五
頁
）
と
指

摘
し
て
い
る
。
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
が
、
稿
者
は
同
等
比

較
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
優
等（
劣
等
）比
較
を
考
え
て
お
り
、

ま
た
「
志
は
富
士
山
よ
り
も
高
い
。」
と
い
う
の
は
高
度
差
の
表
現
0

0

を
借
り
て

0

0

0

0

、
結
局
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
異
な
る
「
志
」
と
「
富
士
山
」

と
が
高
度
に
関
し
て
同
質
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
点
で
、
本
稿
で

の
※
の
定
義
に
叶
う
と
考
え
る
。
次
例
は
同
等
比
較
が
比
喩
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　

・ 

地
球
の
重
さ
に
匹
敵
す
る
と
ま
で
た
と
え
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

、個
人
の
生
命
。

そ
れ
を
奪
っ
た
者
が
、許
さ
れ
て
い
い
理
由
は
な
い
。（
星
新
一「
処

刑
」『
よ
う
こ
そ
地
球
さ
ん
』）

　
　

 

な
お
、
半
沢
幹
一
（
二
〇
二
二
）
で
は
、
何
か
を
別
の
何
か
と
「
仮

定
」
す
る
表
現
と
、
別
の
何
か
で
あ
り
た
い
と
「
希
求
」
す
る
表
現

に
も
比
喩
意
識
を
指
摘
し
て
い
る
（
一
四
〜
一
五
頁
）。
こ
れ
も
首

肯
で
き
る
も
の
の
、類
似
性
を
仮
定
し
た
り
希
求
し
た
り
す
る
の
は
、

類
似
し
て
い
な
い
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
わ
け
だ
か
ら
、
本
稿
の
※

の
定
義
に
は
合
致
し
な
い
。

（
10
） 「
古
歌
に
昨
日
こ
そ
と
い
ふ
は
、昨
日
の
や
う
に
お
ぼ
ゆ
る
を
い
ふ
。

誠
の
昨
日
に
は
あ
ら
ず
。」（
藤
井
貴
尚
「
歌
の
し
る
べ
」）。
謙
遜
・

卑
下
の
た
め
に
、
自
分
に
関
わ
る
物
を
、
小
さ
い
物
、
粗
末
な
物

と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
（「
数
な
ら
ぬ
身
は
、
え
聞
き
候
は
ず
」

と
答
へ
ら
れ
け
り
。」
徒
然
草
）。
次
例
は
張
喩
の
名
辞
変
更
の
例
。

　
　

・ 

い
と
ど
し
く
虫
の
音ね

し
げ
き
浅
茅
生
（
＝
自
邸
）
に
露
置
き
添
ふ

る
雲
の
上
人
（
源
氏
物
語
・
桐
壺
）

（
11
） 

茂
吉
の
「
た
た
か
ひ
は
上
海
に
起
り
居
た
り
け
り
｜
鳳
仙
花
紅あ
か

く

散
り
ゐ
た
り
け
り
」（
赤
光
）
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
疎
句
」
も
同

様
で
あ
る
。
一い
つ

向こ
う

不
案
内
で
あ
る
が
、
俳
句
の
「
湯
豆
腐
や
｜
命

の
果
て
の
う
す
あ
か
り
」（
万
太
郎
）、「
別
か
る
る
や
｜
夢
一
筋
の

天
の
川
」（
漱
石
）
の
よ
う
な
連
置
も
、
広
く
「
比
喩
」
と
い
え
る

だ
ろ
う
と
思
う
。
連
置
が
比
喩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の

列
挙
も
そ
う
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、こ
れ
に
つ
い
て
は『
枕
草
子
』

の
類
聚
章
段
を
分
析
し
た
多
門
靖
容（
二
〇
一
四
）第
九
章
を
参
照
。

（
1（
） 「［
宗
賢
ノ
子
、
景
賢
ハ
］
ま
こ
と
に
あ
ま
り
な
る
ま
で
も
生
ひ
出

で
け
る
も
の
か
な
。
み
さ
ご
と
い
ふ
鳥
の
鷹
を
生
め
る
を
ぞ
、
か

か
る
譬た
と

ひ
に
人
は
言
ふ
め
る
。」（
源
家
長
日
記
）

（
13
） 「
と
も
か
く
も
言
は
ば
な
べ
て
に
な
り
ぬ
べ
し
音ね

に
泣
き
て
こ
そ
見

す
べ
か
り
け
れ
」（
千
載
・
九
〇
六
）

（
14
） 
よ
く
分
か
ら
な
い
章
段
だ
が
『
論
語
』（
八
佾
）
に
「
其
如
示
諸
斯

乎
、
指
其
掌
」（
其
れ
諸こ

れ
（
＝
天
下
）
を
斯こ
こ

（
＝
掌
）
に
示み

る
が
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如
き
か
と
。
其
の
掌
た
な
ご
こ
ろを

指さ

す
。（
岩
波
文
庫
に
よ
る
））
と
い
う
例

が
あ
る
。

（
15
） 

和
歌
の
比
喩
表
現
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
句
型
が
な
い
か

0

0

0

、
と

い
う
の
は
難
し
い
問
題
だ
が
、
興
味
の
あ
る
問
題
で
も
あ
る
。
例

え
ば
、
次
の
よ
う
な
句
型
は
、
今
の
と
こ
ろ
稿
者
は
古
典
和
歌
中

に
拾
え
て
い
な
い
。

　
　

・ 

さ
う
し
て
只た
ゞ

自
然
の
恵め
ぐ
みか

ら
来
る
月
日
と
云
ふ
緩
和
剤
の
力
丈た
け

で
、

漸や
う
やく
落
ち
付
い
た
。（
夏
目
漱
石
『
門
』）

　
　

 

右
の
句
型
は
連
体
修
飾
を
用
い
た
比
喩
で
あ
る
が
、
面
白
い
性
質
を

も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
右
例
は
「
緩
和
剤
ノ
ヨ
ウ
ナ
月
日
」
の
意

で
、
前
方
（
連
体
修
飾
中
の
語
）
が
「
被
喩
」
で
、
後
方
（
連
体
修

飾
の
主
名
詞
）
が
喩
で
あ
る
。
多
門
靖
容
（
二
〇
一
四
）
第
二
章
に

分
析
が
あ
る
。

（
16
） 

和
歌
に
と
っ
て
「
語
の
産
出
の
機
構
（
自
動
化
装
置
）」
が
重
要
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
小
田
勝
（
近
刊
）
で
述
べ
た
。

引
用
文
献

糸
井
通
浩
（
二
〇
一
八
）『
古
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〇
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︱
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︱
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近
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葉
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法
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』
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書
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立
国
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研
究
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七
）『
比
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表
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の
理
論
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類
』
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一
四
）「「
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考
︱
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注
釈
︱
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葉
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究
』
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多
門
靖
容
（
二
〇
一
四
）『
比
喩
論
』
風
間
書
房

半
沢
幹
一
（
二
〇
二
二
）『
古
代
歌
喩
表
現
史
』
笠
間
書
院

付
記�　
本
稿
成
稿
後
、
半
沢
幹
一
（
二
〇
二
二
）
を
得
、
本
稿
全
体
を
改

め
て
見
直
す
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
学
恩
に
感
謝
す
る
次
第
で
あ

る
。
同
書
に
は
多
く
の
比
喩
（
的
）
表
現
が
指
摘
、
掲
示
さ
れ
て
い

て
、当
然
の
こ
と
な
が
ら
本
稿
に
示
す
も
の
と
重
な
る
形
式
も
多
い
。

し
か
し
同
書
と
本
稿
と
で
は
比
喩
の
認
定
や
整
理
の
し
か
た
が
大
き

く
異
な
り
、
ま
た
本
稿
に
は
同
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
表
現
形
式

の
掲
示
も
（
多
少
は
）
あ
る
の
で
、
当
初
の
計
画
通
り
、
本
稿
を
公

に
す
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。


