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― 1 ― 「此のらむは静心なくを受くるなり」

「
此
の
ら
む
は
静
心
な
く
を
受
く
る
な
り
」

　
　
―
―
或
る
「
新
説
」
の
解
釈
史
上
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
―
―色

川
大
輔

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
が
検
討
す
る
の
は
、
次
の
歌
（
以
下
「
八
四
番
歌
」
と
称
す
る
）

に
用
い
ら
れ
た
助
動
詞
「
ラ
ム
」
に
対
す
る
解
釈
に
つ
い
て
の
或
る
「
新

説
」
の
国
語
学
史
上
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　

桜
の
花
の
ち
る
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　

き
の
と
も
の
り

　
　

�

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む

（
引
用
文
献
一
、一
二
頁
）

　

以
下
、「
新
説
」に
つ
い
て
触
れ
た
先
行
研
究
の
一
例
と
し
て
松
尾
聡『
古

文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法
入
門
』（
引
用
文
献
二
）
の
言
及
を
挙
げ
て
、

併
せ
て
「
旧
説
」
の
紹
介
を
す
る
。

　
　

�「
散
る
」
の
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
の
に
、「
ら
む
」
を
以
て
推
量

さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
理
由
「
ど
う

し
て
」
が
言
外
に
か
く
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
う
し
た
重
大
な
語
が
特
別
な
理
由
も
な
い
の
に
省
略
さ

れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
ね
て
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専
門
学
者
の
間
に
疑
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
は
や
く
は
三
矢
重

松
博
士
（
高
等
国
文
法
）
が
簡
単
に
、
近
く
は
松
尾
捨
治
郎
博
士
（
国

語
法
論
攷
・
助
動
詞
の
研
究
）
が
詳
細
に
、
こ
の
「
ら
む
」
を
も
、

右
の
例
に
準
じ
て
解
く
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
を
発
表
さ
れ
た
。
す

な
わ
ち
「
花
の
散
る
」
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ
っ
て
、「
静
心
な
く
」

が
推
量
さ
れ
る
べ
き
事
柄
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（
九
五
頁
）

　

右
に
見
え
る
よ
う
に
、
推
量
の
対
象
が
文
中
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と

こ
ろ
か
ら
疑
問
の
意
が
言
外
に
あ
る
の
だ
と
す
る
「
旧
説
」
に
対
し
て
、

推
量
の
内
容
を
文
中
に
求
め
る
解
釈
を
提
出
し
た
の
が「
新
説
」で
あ
る
。

八
四
番
歌
に
つ
い
て
は
「
し
づ
心
な
く
」
を
そ
の
推
量
の
内
容
で
あ
る
と

す
る
。「
新
説
」
の
初
め
は
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
引
用
文
献
四
）

及
び
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
引
用
文
献
六
）
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
「
新
説
」
に
つ
い
て
は
文
法
学
説
と
し
て
提
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
一
つ
の
解
釈
説
と
し
て
、
解
釈
史
上
の
位
置
づ
け
を
考

え
て
み
た
い
。

　

本
稿
で
は
「
新
説
」
を
初
出
と
さ
れ
る
三
矢
松
尾
両
氏
の
も
の
に
よ
っ

て
代
表
さ
せ
、
類
似
の
説
に
つ
い
て
の
考
察
は
割
愛
し
た
。
そ
し
て
三
矢

松
尾
両
氏
の
説
と
言
っ
て
も
、
両
者
に
は
内
容
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
、

各
氏
の
説
の
内
部
に
も
展
開
が
あ
る
。
こ
の
説
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
と
内

部
の
展
開
に
つ
い
て
、語
学
史
上
の
位
置
付
け
を
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

二
、
三
矢
松
尾
両
氏
の
説
―
「
新
説
」
内
部
の
展
開
―

　

こ
こ
で
「
新
説
」
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
管
見
に
及
ん
だ
も
の

で
は
、
三
矢
氏
の
も
の
で
は
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
義
」、『
高
等
日
本

文
法
』、「
二
た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に
就
き
て
」
に
、
松
尾
氏
の
も
の
で

は『
国
語
法
論
攷
』、『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』に
、

「
新
説
」に
関
す
る
言
及
が
あ
っ
た
。以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

㈠　

三
矢
重
松
の
説

三
矢
重
松
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
義
」（
引
用
文
献
三
所
収
）

　
　
　

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に

　
　
　
　
　
　

静
心
な
く
花
の
散
る
ら
ん

　
　

�

は
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
を
始
め
、
通
例
「
ナ
ド
」「
何
ト
テ
」
と
い
ふ
語

を
添
へ
て
解
釈
し
て
居
る
。
自
分
の
考
で
は
、
花
ノ
散
ル
ノ
ハ
静
心

ナ
ク
ナ
ラ
ム
（
語
気
ハ
ウ
ツ
ラ
ナ
イ
ガ
）
と
い
ふ
様
に
言
っ
た
も
の

で
、ナ
ド
な
ど
を
入
れ
て
は
歌
の
意
が
大
変
ま
づ
く
な
る
様
に
思
ふ
。

殊
に
五
十
嵐
力
氏
の
文
章
講
話
に
、「
此
歌
は
精
確
を
欠
い
て
る
」

と
や
う
に
言
つ
て
あ
る
の
な
ど
は
最
感
服
し
か
ね
る
。
但
し
い
づ
れ
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な
る
べ
き
が
、
さ
て
は
い
た
く
原
意
に
離
る
べ
く
思
は
る
ゝ
は
、
此

の
ラ
ン
は
飽
く
ま
で
「
静
心
ナ
ク
」
に
係
れ
る
も
の
、「
静
心
ナ
ク
」

は
「
ノ
ド
ケ
キ
春
ノ
日
ニ
」
に
対
し
て
趣
向
を
な
せ
る
も
の
な
れ
ば

な
り
。（
三
七
八
頁
）

　

三
矢
氏
は
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
義
」
で
「
花
ノ
散
ル
ノ
ハ
静
心
ナ

ク
ナ
ラ
ム
」
と
「
ラ
ム
」
に
「
静
心
な
く
」
が
直
接
す
る
文
を
作
り
、
説

明
と
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
が
「
新
説
」
の
提
示
さ
れ
た
初

め
で
あ
る
。
三
つ
の
論
考
を
通
じ
て
同
じ
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。

　
『
高
等
日
本
文
法
』
で
は
「
ラ
ム
」
に
つ
い
て
「
静
心
な
く
を
受
く
る

な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
二
た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に
就

き
て
」
で
は
「「
静
心
ナ
ク
」
に
係
れ
る
も
の
」�

と
説
明
し
て
い
る
。「
受

く
」
と
「
係
れ
る
」
で
は
説
明
の
始
点
が
異
な
る
。
文
脈
の
流
れ
か
ら
説

く
姿
勢
が
「
ラ
ム
」
の
機
能
の
説
明
に
転
換
し
て
い
る
。
文
脈
か
ら
助
動

詞
の
用
法
の
説
明
へ
と
論
法
が
変
わ
っ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
て
よ
い
と

思
う
。

㈡　

松
尾
捨
治
郎
の
説

松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
引
用
文
献
六
）

　
　

詞
の
玉
緖
に
は

に
し
て
も
ら
ん
が
現
在
動
作
の
想
像
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
明
で
、

誰
れ
も
さ
う
思
っ
て
居
る
ら
し
く
ぼ
ん
や
り
と
解
釈
し
て
ゐ
る
。

（
五
六
頁
）

三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
引
用
文
献
四
）

　
　

�

此
の
ら
む
ハ
静
心
な
く
を
受
く
る
な
り
。
古
説
多
く
は
「
静
心
」
の

上
に
な
ど
を
い
れ
て
解
け
ど
、
そ
れ
に
は
及
ぶ
ま
じ
。（
初
版

二
一
〇
頁
・
二
一
一
頁
。
増
訂
改
版
も
二
七
五
頁
に
同
じ
記
述
）

三
矢
重
松
「
二
た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に
就
き
て
」（
引
用
文
献
五
）

　
　

�

余
思
ふ
に
、「
散
ル
ラ
ン
」
の
ラ
ン
の
散
る
事
を
想
像
せ
る
に
あ
ら

ざ
る
は
玉
の
緒
の
説
の
如
し
。
さ
れ
ど
「
其
の
然
る
故
を
想
像
す
」

と
や
う
に
見
る
は
非
な
り
。
ラ
ン
は
然
る
故
を
想
像
す
る
こ
と
も
あ

れ
ど
、
又
其
の
心
其
の
有
様
を
も
想
像
す
る
な
り
。
こ
ゝ
に
「
静
心

ナ
ク
」
は
散
る
こ
と
の
心
又
は
有
様
に
て
、
ラ
ン
は
や
が
て
心
有
様

を
想
ひ
や
れ
る
も
の
、
其
の
上
に
原
因
を
疑
ふ
や
否
や
は
言
詞
以
外

の
事
に
て
、
之
を
強
ひ
て
説
け
ば
却
つ
て
作
意
を
損
す
る
事
に
な
る

な
り
。
よ
し
「
何
ト
テ
」
と
加
へ
て
事
柄
は
聞
え
ざ
る
に
あ
ら
ず
と

も
、
原
文
に
言
は
ざ
る
事
は
当
れ
り
と
は
断
ず
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
た

ま
〳
〵
言
過
と
き
す
ぎ
に
帰
す
べ
き
な
り
。
更
に
言
は
ゞ
「
何
ト
テ

静
心
ナ
ク
花
ノ
散
ル
ラ
ン
」
と
聞
く
時
は
、
ラ
ン
は
何
ト
テ
に
の
み

係
り
て
、「
静
心
ナ
ク
散
ル
」
を
ば
纏
め
て
事
実
と
見
た
る
こ
と
ゝ
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�

時
鳥
我
と
は
な
し
に
う
の
花
の
う
き
世
の
中
に
な
き
わ
た
る
ら

む
。

　
　
　
　

�
わ
か
れ
て
ふ
こ
と
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に
心
に
し
み
て
わ
び
し

か
る
ら
む
。

　
　
　
　

�

心
ざ
し
深
く
そ
め
て
し
折
り
け
れ
ば
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見

ゆ
ら
む
。

　
　

�

及
び
「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
」
の
例
歌
等
を
特
異
な
者
と

見
て
、「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
む
」
と
説
い
て
居
る
が
、
此
も
疑
問

の
語
が
無
い
の
を
怪
し
ん
だ
の
で
、
矢
張
姉
小
路
流
に
、
ら
む
は
疑

問
文
に
用
ゐ
ら
れ
る
の
が
本
体
だ
と
考
へ
た
か
ら
の
説
で
あ
る
。
し

か
し　

な
に
と
て　

な
ど　

さ
ら
ず
は
な
ど　

等
を
省
く
と
い
ふ
説

の
、
肯
定
し
難
い
こ
と
は
勿
論
、
ら
む
を
か
な
の
意
に
見
る
の
も
首

肯
出
来
な
い
、
此
は
ら
む
の
上
の
動
詞
の
表
す
事
実　

花
の
散
る　

鳴
き
わ
た
る　

等
が
明
か
に
分
つ
て
居
る
の
に
、
何
故
に
ら
む
を
用

ゐ
た
か
に
迷
は
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
此
等
の
用
例
に
は
、
ら
む
の

つ
い
た
動
詞
の
表
す
事
実
以
外
に
、
別
に
不
明
な
事
が
存
在
す
る
の

を
忘
れ
て
の
解
説
で
あ
る
。
之
に
気
付
か
な
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
忘

れ
て
と
い
つ
た
方
が
適
評
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
説
く
所
に
よ
つ
て

明
か
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　

�

こ
ゝ
を
見
て
か
し
こ
を
疑
ひ
、
か
し
こ
を
も
て
是
を
う
た
が
ふ

は
ね
字
、
こ
れ
は
各
一
風
に
て
侍
る
。

（
姉
小
路
手
似
葉
伝　

春
樹
顕
秘
抄
）

　
　

�

此
は
ら
む
の
本
義
を
よ
く
悟
つ
た
卓
見
で
あ
る
。
此
の
ま
ゝ
で
は
解

し
に
く
い
が
、
成
章　

宣
長　

に
至
つ
て
、（
中
略
）

　
　
　
　

�

ら
む
は
人
を
も
う
け
、
心
を
も
受
く
る
あ
ゆ
ひ
也
。
人
を
も
心

を
も
あ
ら
は
し
て
よ
め
る
も
あ
り
。
か
た
つ
方
を
は
ぶ
き
て
よ

め
る
も
あ
り
。（
あ
ゆ
ひ
抄
）

　
　
　
　

�

件
の
歌
ど
も
（
前
掲
の
か
な
の
意
の
者
）
…
…
皆
其
事
を
疑
ふ

に
は
あ
ら
ず
、然
る
故
を
疑
へ
る
て
に
を
は
な
り
。（
詞
の
玉
緒
）

　
　

�

の
如
く
展
開
し
て
居
る
。
此
は
実
に
ら
む
を
解
く
に
当
つ
て
忘
る
べ

か
ら
ざ
る
要
点
で
あ
る
。
然
る
に　

成
章　

宣
長　

共
に
「
静
心
な

く
花
の
散
る
ら
む
。」
に
之
を
応
用
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
や
う
に
思

は
れ
る
。
彼
の
歌
を　

あ
ゆ
ひ
抄　

玉
緒　

の
此
の
説
に
よ
つ
て
図

解
す
れ
ば
、次
の
如
く
極
め
て
適
切
な
解
釈
を
下
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

見
え
た
る
物
―
―
其
の
事　

隠
れ
た
る
理
―
―
然
る
故（
中
略
）

　
　

�

上
欄
の
事
実
は
明
か
で
あ
つ
て
、下
欄
の
事
を
疑
つ
た
の
で
あ
る
が
、

其
の
表
現
手
段
と
し
て
は
、
富
士
谷
流
の
所
謂
情
の
緩
急
に
よ
る
転

置
や
和
歌
音
数
の
制
限
等
の
為
に
、
上
欄
の
語
に
ら
む
を
附
け
た
の

で
あ
る
。（
七
〇
九
頁
～
七
一
一
頁
）
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松
尾
氏
は
こ
こ
で
は
、「
ラ
ム
」
の
推
量
の
対
象
が
「
ラ
ム
」
の
直
上

の
動
詞
を
含
む
句
で
は
な
く
、
そ
れ
を
隔
て
た
「
し
づ
心
な
く
」
で
あ
る

と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
修
辞
法
あ
る
い
は
和
歌
と
い
う
文
体
が
、
こ
の

現
象
の
要
因
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
注
目
は
「
旧

説
」
に
反
駁
し
て
推
量
の
対
象
を
文
中
に
求
め
た
こ
と
に
集
ま
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
こ
の
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』（
引
用

文
献
七
）

　
　

�

斯
の
如
く
し
て
新
古
今
の
ら
む
の
疑
問
体
は
八
五
％
に
も
達
し
、
遂

に
中
古
の
語
法
家
を
し
て
次
の
如
く
説
か
し
め
る
に
至
つ
た
。

　
　
　
　

は
ね
手
に
は
の
事
ら
ん
と
疑
は
ん
に
は
、

　
　
　
　
　
　

�

か　

か
は　

か
も　

な
に　

な
ぞ　

な
ど　

い
つ　

い
づ

く　

い
か
に　

い
か
な
る　

い
か
で
か　

い
く
た
び　

た

れ　

い
づ
れ

　
　
　
　

�

こ
れ
ら
の
詞
の
い
ら
ず
し
て
は
は
ね
ら
れ
ぬ
に
ぞ
。

（
姉
小
路
手
似
葉
伝
）

　
　

春
樹
顕
秘
抄　

同
増
抄　

も
同
様
に
説
い
て
居
る
。
さ
う
し
て

　
　
　
　

�

久
方
の　

光
の
ど
け
き　

春
の
日
に　

静
心
な
く　

花
の
散
る

ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34

　
　

�

等
を
解
し
て　

な
ど　

な
に
と
て　

等
が
省
か
れ
て
居
る
と
い
ふ
様

に
な
り
、
真
淵　

宣
長　

成
章　

を
初
と
し
て
、
現
代
諸
大
家
ま
で

殆
ん
ど
皆
之
に
従
つ
て
居
る
。
但
し
あ
ゆ
ひ
抄
は
稍
趣
を
異
に
し
、

何　

や
か　

の
無
い
者
を
片
響
と
称
し
、
例
歌
二
首
を
挙
げ
て
居
る

が
、
惜
し
い
こ
と
に
は
之
は
さ
し
お
き
（
変
例
）
と
し
て
、
正
例
と

は
認
め
ず
、
な
ど
等
の
省
か
れ
た
者
が
正
例
だ
と
説
い
て
居
る
。
三

矢
重
松
博
士
が

　
　
　
　

疑
と
想
像
と
は
古
よ
り
混
じ
た
り
け
む
。（
高
等
日
本
文
法
）

　
　
　
　

�

や　

か　

な
ど
上
に
な
き
ら
む
を
片
響
と
富
士
谷
流
に
は
い

ふ
。
な
ほ
誤
れ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
右
）

　
　

�

と
説
い
て
居
る
の
は
、
語
が
簡
単
で
あ
る
と
同
時
に
、
其
の
間
に
挙

げ
た
例
に
、
な
ど
を
挿
ん
だ
歌
が
多
い
の
で
其
の
趣
旨
不
明
の
や
う

で
あ
る
が
、

　
　
　
　

�

我
身
か
ら　

う
き
世
の
中
と　

嘆
き
つ
　ゝ

人
の
為
さ
へ　

悲

し
か
る
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
35

　
　

�

と
い
ふ
歌
に
は
、「
な
ど
を
入
る
ゝ
に
及
ば
じ
」
と
説
い
て
居
る
所
か

ら
推
せ
ば
、
富
士
谷
が
さ
し
お
き
と
し
た
の
を
誤
れ
り
と
断
じ
、
説

明
体
の
ら
む
を
認
め
た
の
に
相
違
な
い
。（
一
六
九
頁
～
一
七
〇
頁
）

　
　

�

然
る
に
、
形
式
は
此
と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
、
全
然
異
な
つ
た
種
類

の
者
が
あ
る
。
ら
む
に　

文　

句　

全
体
の
事
実
を　

疑
惑　

想
像�
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の
対
象
と
す
る
一
つ
の
力
が
あ
り
、
更
に
、
元
来
は　

や　

か　

疑

問
語　

の
有
す
る
力
を
、
再
言
的
に
補
助
す
る
に
止
ま
つ
た
者
で
あ

る
が
、
附
属
句
を　

疑
惑　

想
像　

の
対
象
と
す
る
別
の
力
を
も
有

す
る
の
で
、
此
の
二
つ
の
力
を
合
せ
て
、
之
を
強
化
す
れ
ば
、
や　

か　

疑
問
語　

の
無
い
説
明
体
の
附
属
句
を
も　

疑
惑　

想
像　

の

対
象
と
す
る
機
能
を
発
揮
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
　

�

説
明
体
の
ら
む
が
其
の
想
像
焦
点
を
附
属
句
の
方
に
移
動
さ
せ
る
此

の
用
法
が
、
ら
む
の
機
能
発
揮
の
極
致
で
あ
る
。（
一
八
六
頁
）

　
　

�

さ
て
此
等
を
疑
問
体
に
数
へ
る
と
、
残
余
の
説
明
体
の
（
乙
）（
四
）

は
、
万
葉
に
は
、
前
掲
の
82�

83�
84
の
三
首
に
す
ぎ
な
い
が
、
古
今

に
は
次
の
十
三
首
あ
る
。
何
れ
も
「　

」
が
不
明
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

�「
心
ざ
し　

深
く
染
め
て
し　

を
り
け
れ
ば
」
消
え
あ
へ
ぬ
雪

の　

花
と
見
ゆ
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
87

　
　
　
　

�

久
方
の　

光
の
ど
け
き　

春
の
日
に
「
静
心
な
く
」
花
の
散
る

ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34
再
出（
一
八
八
頁
）

　
　

こ
こ
で
松
尾
氏
は

　
　
　
　

�

説
明
体
の
ら
む
が
其
の
想
像
焦
点
を
附
属
句
の
方
に
移
動
さ
せ

る
此
の
用
法
が
、
ら
む
の
機
能
発
揮
の
極
致
で
あ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。「
ラ
ム
」
の
推
量
の
内
容
が
「
ラ
ム
」
の
存
在
し
て

い
る
句
の
中
に
無
い
こ
と
に
な
る
理
由
を
「
ラ
ム
」
の
機
能
そ
の
も
の
に

求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
国
語
法
論
攷
』
に
お
い
て
文
の
構
成

ま
た
は
和
歌
と
い
う
文
体
に
そ
の
理
由
を
求
め
て
い
た
論
と
大
き
く
相
違

し
て
い
る
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
き
な
変
化
で
あ
る
と
考

え
る
。

�

㈢　

ま
と
め

　

両
氏
の
説
に
お
い
て
、
疑
問
副
詞
を
補
わ
な
い
で
解
釈
す
る
こ
と
と
解

を
提
供
す
る
際
「
静
心
な
く
」
を
「
ラ
ム
」
の
推
量
の
対
象
と
し
て
指
定

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
共
通
し
て
い
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る

と
お
り
「
新
説
」
の
議
論
の
要
点
は
こ
の
二
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
解
釈
を
導
く
た
め
の
説
明
は
各
論
考
に
よ
り
異
な
っ
て
い

る
。

　

三
矢
氏
は
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
義
」
に
お
い
て
は
「
自
分
の
考
で

は
、
花
ノ
散
ル
ノ
ハ
静
心
ナ
ク
ナ
ラ
ム
（
語
気
ハ
ウ
ツ
ラ
ナ
イ
ガ
）
と
い

ふ
様
に
言
つ
た
も
の
」
と
文
の
係
り
受
け
構
造
を
言
い
換
え
に
よ
り
説
明

し
、『
高
等
日
本
文
法
』
に
お
い
て
は
「
此
の
ら
む
は
静
心
な
く
を
受
く

る
な
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
二
た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に

就
き
て
」
に
お
い
て
は
「
此
の
ラ
ン
は
飽
く
ま
で
「
静
心
ナ
ク
」
に
係
れ

る
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。『
高
等
日
本
文
法
』
で
は
「
ラ
ム
」
は
「
静
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心
な
く
」
を
「
受
く
る
」
も
の
と
し
て
い
る
が
、「
二
た
び
「
ら
む
」
の

用
法
に
就
き
て
」
で
は
「「
静
心
ナ
ク
」
に
係
れ
る
も
の
」
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
「
ラ
ム
」
を
起
点
に
説
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

松
尾
氏
の
場
合
、『
国
語
法
論
攷
』
で
は
修
辞
の
問
題
と
し
て
文
構
造

や
文
体
に
よ
っ
て
説
明
を
し
て
い
た
も
の
が
、『
助
動
詞
の
研
究
』
に
お

い
て
は
「
ラ
ム
」
の
機
能
の
問
題
に
転
換
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
見
た
。

構
文
的
ま
た
は
文
体
的
説
明
か
ら
語
法
的
説
明
へ
の
転
換
と
言
い
換
え
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

三
矢
氏「
助
動
詞「
ら
む
」の
意
義
」『
高
等
日
本
文
法
』と
松
尾
氏『
国

語
法
論
攷
』
は
文
の
構
造
に
よ
る
説
明
で
共
通
し
て
お
り
、
三
矢
氏
「
二

た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に
就
き
て
」
と
松
尾
氏
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他

の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
は
、「
ラ
ム
」
に
焦
点
移
動
の
機
能
を
認
め
る

説
明
で
共
通
し
て
い
る
。
両
者
共
に
前
者
か
ら
後
者
へ
と
論
が
展
開
し
た

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
三
矢
氏
は
「
二
た
び
「
ら
む
」
の
用
法
に
就
き
て
」
の
発
表

後
に
な
る
『
高
等
日
本
文
法
』
の
増
訂
改
版
に
お
い
て
は
「
此
の
ら
む
は

静
心
な
く
を
受
く
る
な
り
」
の
記
述
を
改
訂
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、

「「
静
心
ナ
ク
」
に
係
れ
る
も
の
」
と
の
間
に
格
別
の
意
味
の
変
化
を
設
定

し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
右
に
書
い
た
こ
と
は

三
矢
氏
に
つ
い
て
は
本
稿
の
牽
強
付
会
に
な
る
。

　

と
ま
れ
「
新
説
」
と
し
て
し
ば
し
ば
一
つ
に
括
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
両

氏
の
説
に
変
化
と
相
違
が
あ
る
こ
と
は
、
右
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
　
　

三
、
中
近
世
学
説
概
観
―
「
旧
説
」
の
実
際
に
つ
い
て
―

㈠　

疑
問
文
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
、
非
常
に
粗
略
な
形
で
あ
る
が
、
中
近
世
に
お
け
る
八
四
番

歌
に
対
す
る
解
釈
説
を
見
て
お
き
た
い
。「
新
説
」
が
先
行
学
説
と
し
て
、

語
学
説
に
限
ら
ず
注
釈
説
ま
で
広
く
中
近
世
の
学
説
を
取
り
扱
っ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、「
新
説
」
の
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
た
め
に
必
要
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。
類
歌
は
多
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
代
表
例
と
し
て
よ

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
稿
で
は
八
四
番
歌
に
対
す
る

解
説
を
対
象
と
す
る
。
管
見
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
で
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

が
あ
っ
た
。

堯
恵
『
古
今
集
延
五
記
』

　
　

�
此
ラ
ン
ハ
心
ニ
ウ
タ
カ
ハ
セ
タ
ル
ラ
ン
也
此
類
ニ
ラ
ン
ト
ウ
タ
カ
ハ

セ
ル
哥
多
シ
哥
ノ
心
ハ
春
ノ
日
ノ
エ
ン
〳
〵
ト
ノ
ト
カ
ナ
ル
ニ
花
ハ

サ
ハ
カ
シ
ク
チ
リ
侍
レ
ハ
イ
カ
ナ
ル
花
ナ
レ
ハ
カ
ヽ
ル
折
節
心
ヲ
サ
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ハ
カ
シ
ク
モ
テ
ル
ソ
ト
思
ヒ
ヤ
リ
タ
ル
心
也
（
引
用
文
献
八
、七
六

頁
・
七
七
頁
）

三
条
西
実
枝
述
・
細
川
幽
斎
記
『
伝
心
抄
』

　
　

�

久
方
ノ
事
ハ
空
ノ
事
也
月
ト
モ
日
ト
モ
云
是
ハ
日
ヲ
モ
タ
セ
タ
リ
雨

風
ニ
サ
ソ
ハ
レ
テ
花
ノ
散
ハ
無
余
義
是
ハ
日
ノ
影
ノ
ユ
フ
〳
〵
ト
シ

テ
ア
ル
ニ
散
ハ
何
ト
シ
タ
ル
事
ソ
ト
也
一
年
十
二
ヶ
月
ノ
中
ニ
三
月

ホ
ド
日
モ
永
ク
長
閑
ナ
ル
時
ハ
ナ
シ
其
時
節
ニ
咲
花
ノ
イ
ソ
カ
ハ
シ

ク
散
ソ
ト
也
何
ト
テ
ト
云
事
ヲ
入
テ
見
ル
也
為
世
ニ
人
ノ
尋
シ
ハ
コ

ノ
心
ハ
人
ノ
心
カ
花
ノ
心
カ
ト
問
タ
リ
両
方
ト
モ
ニ
可
然
ト
答
ラ
レ

タ
ル
ト
也
サ
レ
ト
モ
花
ノ
心
ト
見
ル
カ
マ
サ
リ
タ
ル
ト
也
（
引
用
文

献
九
、三
四
頁
）

細
川
幽
斎
『
耳
底
記
』

　
　

�

ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
は
る
の
日
に
の
歌
は
、
い
か
で
か
と

い
ふ
心
を
い
れ
て
み
る
な
り
。
詞
の
ほ
か
に
余
情
あ
る
な
り
。
定
家

の
歌
に
い
か
で
か
と
あ
ら
は
し
て
読
み
給
ふ
な
り
。
此
の
歌
は
古
今

に
て
も
秘
歌
な
り
。（
引
用
文
献
一
〇
、一
四
九
頁
）

細
川
幽
斎
『
聞
書
全
集
』

　
　

ら
ん
と
ま
り

　
　
　
　

久
か
た
の
光
の
ど
け
き

　
　

�

此
の
歌
不
審
。
或
は
、
や
、
何
、
誰
な
ど
上
に
疑
ひ
て
、
ら
ん
と
留

る
、
是
に
は
さ
や
う
の
字
な
し
。
是
古
今
の
歌
な
れ
ど
も
、
幽
斎
御

作
の
百
人
一
首
の
抄
に
な
に
と
て
と
い
ふ
字
を
そ
へ
て
み
る
べ
き
と

あ
り
。
又
此
の
詠
格
な
ら
で
う
た
が
は
ず
に
ら
ん
と
留
り
た
る
作
例

多
し
。
是
又
不
審
、
猶
可
レ
尋
レ
之
。（
引
用
文
献
一
〇
、一
〇
二
頁
）

後
陽
成
天
皇
『
詠
歌
之
大
概
御
注
』

　
　

�

花
や
ち
る
ら
む
と
あ
る
べ
き
を
、
花
の
と
あ
る
は
、
ひ
か
り
も
、
長

閑
に
ゆ
う
ゆ
う
と
あ
る
に
、
い
か
が
と
し
た
る
事
に
花
の
ち
る
ぞ
と

い
ふ
心
な
り
。
口
伝
に
は
ゆ
う
ゆ
う
と
し
た
る
春
に
、
し
づ
心
な
く

な
ど
4

4

花
の
ち
る
ぞ
と
い
ふ
義
な
り
。
ら
ん
と
た
だ
は
む
ざ
と
は
ね
に

く
き
也
。
此
歌
は
な
ど
4

4

と
云
詞
を
心
に
も
つ
疑
に
て
は
ね
た
る
也
。

此
な
ど
の
詞
口
伝
云
云
。猶
此
上
の
口
伝
百
人
一
首
の
切
紙
に
あ
り
。

猶
又
此
歌
の
注
も
百
人
一
首
の
鈔
委
く
あ
り
。（
引
用
文
献
一
一
、�

四
八
頁
）

有
賀
長
伯
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』

　
　
　
　

久
か
た
の
ひ
か
り
の
と
け
き
春
の
日
に

　
　
　
　
　

し
つ
心
な
く
花
の
ち
る
ら○

む

　
　

�

是
も
つ
め
は
ね
と
い
ひ
てヒ
又
の
ゝ
字
は
ね
と
い
ふ
説
も
有
つ
め
は
ね

の
格
に
て
い
へ
ハ
春
の
日
と
い
ふ
も
し
に
て
つ
め
の
も
し
は
ね
の
格

に
て
い
へ
ハ
花
の
と
い
ふ
の
も
し
に
て
の
へ
た
れ
と
猶
ら
ん
の
字
う

き
て
聞
ゆ
る
是
ハ
春
日
と
い
ふ
下
へ
な
に
と
て
と
入
て
聞
こ
と
ふ
か
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き
口
伝
也
（
引
用
文
献
一
二
、一
六
八
頁
・
一
六
九
頁
）

姉
小
路
実
紀
記
『
竹
亭
和
歌
読
方
条
目
』

　
　

一　

上
に
う
た
か
ひ
な
く
て
は
ね
た
る
も
あ
り
。

　
　
　
　
　
　

�

久
か
た
の
ひ
か
り
の
と
け
き
春
の
日
に
し
つ
心
な
く
花
の

ち
る
ら
ん

　
　
　

是
は
心
を
そ
へ
て
き
く
な
り
。（
引
用
文
献
一
三
、三
九
〇
頁
）

栂
井
道
敏
『
て
に
は
網
引
綱
』

　
　

�

右
等
は
疑
の
て
に
は
も
あ
ら
さ
れ
と
も
上
句
に
疑
の
意
を
ふ
く
め
り

心
は
か
ほ
と
ひ
か
り
の
と
け
き
春
の
日
な
る
に
と
い
ふ
心
疑
を
ふ
く

め
り
又
「
春
の
色
の
い
た
り
と
い
た
ら
ぬ
里
も
あ
ら
し
））（
６
オ
）
を

と
疑
の
意
を
ふ
く
め
た
り
よ
り
て
い
か
て
し
つ
心
な
く
い
か
て
咲
る

さ
か
さ
る
と
疑
の
心
を
の
つ
か
ら
言
外
に
有
へ
し
（
引
用
文
献

一
四
、三
九
頁
）

富
士
谷
成
章
『
あ
ゆ
ひ
抄
』

　

�〔
ら
む
〕
の
か
た
ひ
び
き
に
は
そ
の
言
葉
の
上
に
〔
な
ど
〕
と
い
ふ
挿

頭
を
か
ぶ
ら
せ
て
心
得
ら
る
る
歌
も
あ
り
。
ま
た
、〔
さ
ら
ず
は
な
ど
〕

と
言
ふ
事
を
加
ふ
べ
き
も
あ
り
。
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
別
に
疑
の
打う
ち

合あ
ひ

あ
る
歌
な
り
。こ
れ
ら
に
は
づ
れ
て
す
ぐ
に
心
得
ら
る
る
や
う
な
る
歌
、

本
抄
に
あ
れ
ど
さ
し
お
き
の
例
な
り
。
引
歌
、
本
抄
に
多
か
る
う
ち
に

少
々
左
に
あ
ぐ
。

　
　

�

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
○ナ
ド

し
づ
心
な
く
花
の
散
る
らデ
ア
ラ
ウ
ゾむ

。

（
引
用
文
献
一
五
、二
九
〇
頁
。
傍
点
を
省
略
し
た
）

本
居
宣
長
『
詞
の
玉
緖
』

　
　

�　

件
の
歌
ど
も
ら
ん
と
は
結
び
た
れ
共
。
皆
其
事
を
疑
ふ
に
は
あ
ら

ず
。
然
る
ゆ
ゑ
を
疑
へ
る
て
に
を
は
也
。
さ
る
故
に
皆
か
な
と
い
ふ

に
通
へ
り
。
始
に
引
る
古
今
一
の
「
心
ざ
し
深
く
染
て
し
云
々
の
歌

に
て
い
は
ば
。
消
あ
へ
ぬ
雪
の
花
と
見
ゆ
る
。
其
事
は
疑
ひ
に
あ
ら

ね
ば
。「
花
と
見
ゆ
る
か
な
と
い
ふ
意
な
る
を
。
さ
や
う
に
花
と
見

ゆ
る
ゆ
ゑ
を
疑
ひ
て
。
何
と
て
花
と
は
見
ゆ
ら
ん
と
い
ふ
意
に
て
。

ら
ん
と
は
結
べ
り
。
然
れ
ば
「
花
と
見
ゆ
る
か
な
何
と
て
花
と
見
ゆ

ら
ん
と
い
ふ
意
也
。
次
に
同
二
「
ひ
さ
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
云
々

の
歌
は
「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
か
な
。
何
と
て
し
づ
心
な
く
花
の

ち
る
ら
ん
と
い
ふ
意
な
り
。
次
々
の
歌
も
み
な
此
格
に
同
じ
。
い
づ

れ
も
△
の
し
る
し
を
附
た
る
所
に
。
何
と
て
と
い
ふ
言
を
加
へ
て
心

得
べ
し
。（
引
用
文
献
一
六
、二
二
九
頁
・
二
三
〇
頁
）

本
居
春
庭
『
詞
の
通
路
』

　
　

�
此
ら
ん
は
上
へ
何
と
て
と
い
ふ
こ
と
を
い
れ
て
見
る
格
な
り
（
引
用

文
献
一
七
、一
九
四
頁
）

東
条
義
門
『
活
語
指
南
』

　
　

�

日
ノ
光
リ
ノ
長
閑
ニ
ユ
ル
リ
ト
シ
タ
春
ノ
日
ヂ
ヤ
ニ
．
ド
ウ
云
コ
ト
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デ
花
ハ
ジ
ツ
チ
リ
忻
々
寛
々
ト
シ
タ
ル
シ
ヅ
カ
ナ
心
な●

く○

散●

る●

コ
ト

ヤ
ラ
ト
云
哥
也
．（
引
用
文
献
一
八
、一
九
頁
。
一
部
振
仮
名
を
省
略

し
た
）

　

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
右
を
見
る
と
、
近
世
以
前
の
「
旧
説
」
に
お

い
て
は
省
略
を
想
定
す
る
も
の
よ
り
も
「
入
れ
て
み
る
」
な
ど
と
い
う
よ

う
に
疑
問
語
を
補
入
す
る
解
釈
説
が
大
勢
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈡　

疑
問
副
詞
補
入
を
退
け
る
解
釈
説
に
つ
い
て

　

そ
し
て
疑
問
副
詞
を
含
ん
だ
解
釈
を
取
る
説
が
大
勢
で
あ
る
が
、
疑
問

副
詞
を
省
略
し
た
も
の
と
考
え
る
、
あ
る
い
は
疑
問
副
詞
を
補
っ
て
解
釈

す
べ
き
と
考
え
る
説
を
、
紹
介
す
る
も
の
の
退
け
て
い
る
も
の
が
、
右
の

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

後
水
尾
院
述
・
霊
元
天
皇
記
『
麓
木
抄
』

　
　

�

久
か
た
の
光
の
と
け
き
の
歌
も
、
下
句
に
な
と
ゝ
云
字
入
て
み
る
を

伝
授
に
い
へ
と
も
、
そ
れ
に
も
及
は
ぬ
事
也
。
春
の
日
に
、
と
い
ふ

て
心
を
の
こ
し
て
み
れ
は
、
を
の
つ
か
ら
な
と
ゝ
い
ふ
字
も
こ
も
る

事
也
。（
引
用
文
献
一
九
、一
七
三
頁
）

烏
丸
光
栄
述
『
烏
丸
光
栄
卿
口
授
』

　
　

一�　

久
方
の
光
の
と
け
き
春
の
日
に
―
―
、
三
句
の
春
の
日
に
の
、

に
に
力
い
れ
た
れ
は
、
は
ね
ら
る
ゝ
也
。
い
か
に
と
入
て
き
く
に

も
不
及
と
仰
。（
引
用
文
献
一
三
、五
五
五
頁
）

多
田
義
俊
記
『
和
歌
物
語
』

　
　

�

惣
て
う
た
か
ゐ
の
文
字
、
哉
・
そ
・
も
な
と
上
に
置
さ
れ
は
、
下
に

ら
ん
と
は
は
ね
か
た
し
。
し
か
る
に
、

　
　
　
　

久
か
た
の
ひ
か
り
長
閑
き
春
の
日
に
し
つ
心
な
く
花
の
散
ら
ん

　
　

�

扨
は
、
此
秋
霜
の
歌
、
疑
ひ
の
詞
な
し
に
、
ら
ん
と
は
ね
た
り
。
是
、

読
方
の
習
の
一
つ
な
り
。
全
体
の
歌
に
疑
ひ
有
り
。
何
と
て
花
の
散

ら
ん
、何
と
て
契
り
の
変
る
ら
ん
と
云
心
に
て
よ
み
た
る
も
の
に
て
、

疑
ひ
の
詞
に
お
よ
は
す
と
法
皇
の
仰
ら
れ
し
由
、
重
豊
卿
の
御
物
語

な
り
。（
引
用
文
献
一
三
、八
八
一
頁
・
八
八
二
頁
）

賀
茂
真
淵
『
国
歌
八
論
余
言
拾
遺
』

　
　

�

ま
た
「
の
ら
ん
の
て
に
を
は
」
と
い
ふ
あ
り
。
古
今
集
に
「
ひ
さ
か

た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
ん
」こ
の
歌
、

上
に
お
さ
へ
字
も
疑
ひ
の
詞
も
な
く
て
「
ら
ん
」
と
あ
る
は
、「
何

と
て
」
と
い
ふ
詞
を
入
れ
て
見
よ
な
ど
い
へ
り
。
こ
れ
は
上
と
下
と

事
の
違
ひ
た
る
こ
と
を
い
ひ
て
、
腰
の
句
の
「
に
」
文
字
に
て
上
を

抑
へ
た
る
な
り
。
古
今
集
の
み
に
も
こ
の
て
に
を
は
の
歌
十
首
余
あ
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る
を
、多
く
は
に
文
字
、を
文
字
な
ど
に
て
上
を
お
さ
へ
て
、「
ら
ん
」

と
い
ひ
た
る
な
り
。
そ
れ
が
中
に
「
わ
が
身
か
ら
浮
世
の
中
と
歎
き

つ
ゝ
人
の
た
め
さ
へ
か
な
し
か
る
ら
ん
」
と
い
ふ
は
、
花
の
散
る
ら

ん
・
鳥
の
啼
く
ら
ん
・
人
の
い
ふ
ら
ん
な
ど
の
、「
の
ら
ん
」
と
い

ふ
べ
き
こ
と
も
な
く
、
お
さ
へ
た
る
字
も
な
き
な
り
。
こ
れ
上
に
疑

ひ
を
あ
げ
て
下
に
「
ら
ん
」
と
い
ひ
と
ぢ
む
る
な
り
。
お
の
づ
か
ら

中
に
疑
ひ
の
意
の
こ
も
る
て
に
を
は
と
は
い
ふ
べ
く
、
疑
ひ
の
詞
を

入
れ
て
見
よ
と
い
ふ
は
、
同
じ
事
の
や
う
に
て
悪
し
き
な
り
。（
引

用
文
献
二
〇
、一
二
二
頁
）

賀
茂
真
淵
『
続
万
葉
論
』

　
　

�

○
今
按
に
、
の
ら
ん
の
て
に
を
は
と
い
へ
ど
も
、
疑
字
も
の
字
も
な

く
て
、
ら
ん
と
ゝ
め
し
歌
、
わ
か
れ
て
ふ
、
こ
と
は
色
に
も
、
あ
ら

な
く
に
、
心
に
し
み
て
、
わ
び
し
か
る
ら
ん
、
我
身
か
ら
、
う
き
世

の
中
と
な
げ
き
つ
ゝ
、
人
の
為
さ
へ
、
か
な
し
か
る
ら
ん
、
如
此
歌

に
至
り
て
は
、
の
ら
ん
と
云
も
不
通
也
、
是
は
上
と
下
と
意
の
た
が

ひ
、
こ
と
こ
と
を
い
ふ
に
其
て
に
を
は
に
、
或
は
春
の
日
に
と
お
さ

へ
、
山
の
井
の
、
浅
き
心
も
、
お
も
は
ぬ
を
、
か
げ
ば
か
り
の
み
、

人
の
見
ゆ
ら
ん
、
知
と
い
へ
ば
、
枕
だ
に
せ
で
、
ね
し
物
を
、
ち
り

な
ら
ぬ
名
の
、
空
に
立
ら
ん
、
此
外
数
十
首
皆
同
じ
て
に
を
は
也
、

上
句
下
句
の
意
た
が
ふ
趣
向
故
、
お
の
づ
か
ら
疑
の
心
籠
る
也
、
そ

へ
て
見
る
と
い
ふ
は
、
同
じ
こ
と
の
様
に
て
誤
也
、（
引
用
文
献

二
一
、一
二
七
頁
）

賀
茂
真
淵
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』

　
　

�

ら
ん
と
は
下
か
上
か
に
う
た
が
ひ
の
詞
な
く
し
て
ら
ん
と
い
へ
る
是

を
ば
の
ら
む
と
い
へ
り
と
云
も
わ
ろ
し
、
こ
は
上
に
長
閑
き
春
の
日

に
と
云
立
て
さ
て
下
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
ら
ん
と
う
た
が
へ
る
に

て
上
下
の
間
に
何
と
て
と
と
が
め
て
う
た
が
ふ
心
は
お
の
づ
か
ら
こ

も
れ
る
也
、（
引
用
文
献
二
二
、七
四
頁
）

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
な
ど
を
い
れ
て
解
け
ど
、そ
れ
に
及
ぶ
ま
じ
」と
い
っ

た
言
の
み
で
あ
れ
ば
、
事
改
め
て
「
新
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
本
居
春
庭
『
詞
の
通
路
』
の
図
及
び
東
条
義
門
『
活
語
指
南
』

の
下
記
の
記
述
お
よ
び
図
を
見
れ
ば
、「
此
の
ら
む
は
靜
心
な
く
を
受
く

る
な
り
」
と
い
う
言
も
ま
た
、
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出

来
る
。

　
　

�
コ
ヽ
ハ
な
く○

ち
る
ト
ち
る
ヘ
ツ
ヾ
ク
な
く
ナ
レ
バ
．
く○

ハ
コ
ヽ
ハ
連

用
ニ
テ
ツ
カ
ヘ
ル
モ
ノ
ゾ
．（
引
用
文
献
一
八
、一
九
頁
）

　
　

�

花
の
ト
云
詞
ヲ
ヘ
ダ
テ
テ
ち
る
へ
ツ
ヾ
ク
．（
引
用
文
献
一
八
、二
〇
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頁
）

　

た
だ
し
、『
詞
の
通
路
』
は
先
に
見
た
よ
う
に
「
此
ら
ん
は
上
へ
何
と

て
と
い
ふ
こ
と
を
い
れ
て
見
る
格
な
り
」
と
言
い
、『
活
語
指
南
』
も
ま

た
「
ド
ウ
云
コ
ト
デ
花
ハ
ジ
ツ
チ
リ
忻
々
寛
々
ト
シ
タ
ル
シ
ヅ
カ
ナ
心
な

く
散
る
コ
ト
ヤ
ラ
ト
云
哥
也
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の
解
釈
は
「
旧
説
」

で
あ
る
。

　

解
釈
史
に
見
る
「
新
説
」
の
新
し
い
と
こ
ろ
は
、「
そ
れ
に
も
及
は
ぬ

事
也
」「
疑
ひ
の
詞
に
お
よ
は
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ

で
も
な
お
介
在
し
て
い
た
疑
問
副
詞
補
入
に
よ
る
解
釈
の
軛
か
ら
八
四
番

歌
の
解
釈
を
解
放
し
て
み
せ
た
点
に
あ
る
。
句
の
係
り
受
け
構
造
と
し
て

は
「
静
心
な
く
を
受
く
る
」
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る

が
、
一
歩
進
ん
で
解
釈
上
も
「
静
心
な
く
を
受
く
る
」
形
で
解
釈
し
て
み

せ
る
こ
と
で
、「
旧
説
」
か
ら
離
脱
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
も
う
一
つ
大
き
な
側
面
を
伴
っ
て
い
た
。

　
　
　

四
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
で
は
三
矢
松
尾
両
氏
の
説
が
も
た
ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
も
う

一
つ
考
え
て
お
き
た
い
。

　
「
新
説
」
の
新
し
さ
は
、
従
来
提
出
さ
れ
て
い
た
観
点
に
拠
り
な
が
ら

も
「
旧
説
」
を
排
す
る
説
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
先
に
述
べ
た
。

　

そ
し
て
、
本
稿
の
考
え
る
別
の
側
面
と
は
、「
ラ
ム
」
の
意
味
記
述
に

関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
疑
問
副
詞
に
よ
る
疑
問
文
と
し
て
解
釈
す
る
説
に

し
て
も
、
こ
れ
は
一
種
の
疑
問
詞
疑
問
文
で
あ
る
と
考
え
る
説
や
疑
問
副

詞
を
補
っ
て
解
釈
し
た
よ
う
な
意
味
を
持
つ
一
首
で
あ
る
と
説
明
す
る
な

ど
、
程
度
の
差
が
様
々
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
そ
れ
に
及
ぶ
ま
じ
」「
首

肯
し
難
い
」「
迷
は
さ
れ
た
」「
忘
れ
て
の
解
説
で
あ
る
」
と
難
じ
た
と
こ

ろ
か
ら
、
疑
問
副
詞
の
補
入
に
よ
る
解
釈
、
あ
る
い
は
疑
問
副
詞
を
省
略

す
る
語
法
を
認
め
る
立
場
と
認
め
な
い
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
と
解

説
を
提
出
す
る
状
況
が
出
現
し
た
。

　

し
か
し
、
ど
ち
ら
の
解
釈
を
取
る
か
と
い
う
論
点
を
離
れ
る
と
、
こ
こ

で
興
味
深
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
三
矢
氏
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
山
田
孝
雄

『
日
本
文
法
論
』
が
次
の
よ
う
な
解
説
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
引
用
文
献
二
三
）

　
　

�「
ら
む
」
は
疑
惑
的
推
量
を
あ
ら
は
す
こ
と
「
ら
し
」
に
同
じ
く
或

事
物
に
よ
り
て
そ
れ
に
聯
関
す
る
他
の
事
実
を
想
像
す
。
そ
の
異
な

る
処
は
自
己
心
中
に
頗
疑
惑
す
る
所
あ
り
て
、
且
は
疑
ひ
且
は
推
量

す
る
意
向
を
直
に
述
べ
た
る
如
き
意
あ
り
。
こ
は
、
純
粋
の
疑
惑
的
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推
量
と
称
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
其
の
本
性
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
的

な
る
な
り
。
事
実
如
何
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
自
家
が
疑
惑
推
量
す
る
な

り
。
こ
の
故
に
多
く
上
に
疑
惑
を
あ
ら
は
す
助
詞
「
や
」「
か
」
を

置
く
こ
と
先
哲
既
に
論
有
り
。（
四
四
九
頁
）

　
　

�「
ら
む
」
の
意
義
の
著
し
く
発
揮
せ
ら
れ
た
る
は
次
の
例
の
如
き
に

存
す
。

　
　
　

�

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ナ
ド
散
る
ら

む
。（
中
略
）

　
　

�

の
如
き
は
必
上
に
「
何
故
に
」
な
ど
い
ふ
疑
惑
の
意
を
添
へ
て
解
せ

ざ
る
べ
か
ら
ず
。こ
れ
亦
か
の「
ら
し
」に
は
な
き
処
な
り
。（
四
四
九

頁
・
四
五
〇
頁
）

こ
れ
と
「
新
説
」
を
形
作
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
松
尾
氏
『
助
動
詞
の
研

究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
は
、
助
動
詞
「
ラ
ム
」
に
つ
い
て
、

「
著
し
く
発
揮
せ
ら
れ
た
る
」「
発
揮
の
極
致
」
と
類
似
の
表
現
で
評
価
し

て
い
る
が
、
そ
の
「
発
揮
」
し
た
も
の
は
、
片
や
「
意
義
」
片
や
「
機
能
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
「
意
義
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
「
ラ
ム
」
の
意
味
そ
の
も
の
の
中

に
増
減
や
動
揺
が
あ
る
と
い
う
記
述
を
意
味
す
る
が
、「
機
能
」と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
動
揺
を
認
め
な
い
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。後
者
は「
ラ

ム
」
の
意
味
概
念
を
ほ
ぼ
単
一
化
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。

　

そ
し
て
解
釈
か
ら
「
疑
い
」
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
推
量
の
助
動
詞
で

あ
る
と
さ
れ
る
「
ラ
ム
」
の
「
推
量
」
の
概
念
規
定
の
検
討
に
寄
与
す
る

こ
と
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
後
の
研
究
で
は
「
旧
説
」
の
解
釈
を
踏
襲
す
る
と
し
て
も
、「
ラ
ム
」

そ
の
も
の
の
意
味
の
拡
縮
に
よ
り
説
明
す
る
も
の
は
稀
で
あ
っ
た
よ
う
に

思
う
。
そ
れ
は
「
詞
の
ほ
か
に
余
情
あ
る
な
り
」（
細
川
幽
斎
『
耳
底
記
』）

と
い
う
説
明
の
継
承
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

あ
る
意
味
で
は
、「
意
義
」
の
拡
縮
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
山

田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
は
、「
詞
」
の
中
に
「
余
情
」
が
あ
る
と
い
う

大
胆
な
主
張
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
方
向
は
注
目
さ
れ
る
こ

と
も
稀
に
、「
山
田
博
士
の
説
も
大
体
同
様
で
あ
る
」（
松
尾
捨
治
郎
『
国

語
法
論
攷
』。
引
用
文
献
五
、七
〇
九
頁
）
と
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
追
っ
て
考
え
た
い
。

　

そ
し
て
以
後
は
「
な
ど
を
い
れ
て
解
け
ど
、
そ
れ
に
及
ぶ
」
べ
き
か
ど

う
か
は
、
一
つ
の
論
点
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
論
点
は
、
文
法
学
説
上

の
論
点
と
し
て
よ
り
も
、
個
々
の
文
学
作
品
の
解
釈
上
の
論
点
と
し
て
、

影
響
力
を
残
し
た
観
が
あ
る
。
文
学
作
品
解
釈
上
の
受
容
状
況
に
つ
い
て

も
、
ま
た
追
っ
て
考
え
た
い
。
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【
注
】　

引
用
文
中
の
漢
字
の
字
体
は
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
傍
点
傍
線
等
装
飾
は

文
中
断
ら
な
い
限
り
原
文
マ
マ
。
合
点
は
「「
」
で
代
用
し
た
。

【
引
用
文
献
一
覧
】（
本
稿
中
の
初
出
順
に
配
列
し
た
）

　

一
、�「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻　

勅
撰
集
編　

歌
集
』〈
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
年
二
月
〉

　

二
、�

松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法
入
門
』（
研
究
社
出
版
、
昭
和
二
七
年
一

月
）

　

三
、�

三
矢
重
松
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
義
」（「
国
学
院
雑
誌
」
第
一
二
巻
第
三
号
、

明
治
三
九
年
三
月
。
後
に
引
用
文
献
四
増
訂
改
版
お
よ
び
参
考
文
献
一
に
所
収
。

本
稿
で
は
『
国
学
院
雑
誌　

第
一
二
巻
』〈
第
一
書
房
、
昭
和
五
二
年
二
月
〉
に

よ
る
復
刻
版
を
使
用
し
た
）

　

四
、�

三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
明
治
書
院
、
明
治
四
一
年
一
二
月
初
版
、
大
正

一
五
年
一
一
月
増
訂
改
版
）

　

五
、�

三
矢
重
松「
二
た
び「
ら
む
」の
用
法
に
就
き
て
」（「
わ
か
竹
」第
五
巻
第
七
号
、

明
治
四
五
年
七
月
。
本
稿
で
は
参
考
文
献
一
所
収
本
文
を
使
用
）

　

六
、�

松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
学
社
、
昭
和
一
一
年
九
月
。
白
帝
社
、
昭
和

三
六
年
一
月
）

　

七
、�

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』（
文
学
社
、
昭

和
一
八
年
二
月
）

　

八
、�

秋
永
一
枝
・
田
辺
佳
代
『
古
今
集
延
五
記
』（
笠
間
書
院
、
昭
和
五
三
年
八
月
）

　

九
、�

伝
心
抄
研
究
会
編
『
古
今
集
古
注
釈
書
集
成　

伝
心
抄
』（
笠
間
書
院
、
平
成
八

年
二
月
）

一
〇
、�

佐
佐
木
信
綱
『
日
本
歌
学
大
系　

第
六
巻
』（
風
間
書
房
、
昭
和
三
一
年
四
月
）

一
一
、�

列
聖
全
集
編
纂
会
『
御
撰
集　

第
四
巻
』（
列
聖
全
集
編
纂
会
、
大
正
五
年
六
月
）

一
二
、�

根
来
司
解
説
『
姉
小
路
式
・
歌
道
秘
蔵
録
・
春
樹
顕
秘
抄
・
春
樹
顕
秘
増
抄
』（
勉

誠
社
、
昭
和
五
二
年
一
二
月
）

一
三
、�

近
世
和
歌
研
究
会
編『
近
世
歌
学
集
成（
中
）』（
明
治
書
院
、平
成
九
年
一
一
月
）

一
四
、�

福
井
久
蔵
編
『
国
語
学
大
系　

第
八
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
昭
和
一
四
年
九
月
）

一
五
、�

中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』（
風
間
書
房
、
昭
和
三
五
年
四
月
）

一
六
、�

大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集　

第
五
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
五
年
九
月
）

一
七
、�

島
田
昌
彦
解
説
『
詞
の
通
路　

下
』（
勉
誠
社
、
昭
和
五
二
年
一
二
月
）

一
八
、�

岡
崎
正
継
解
説
『
活
語
指
南
、
友
鏡
他
』（
勉
誠
社
、
昭
和
五
一
年
一
一
月
）

一
九
、�

近
世
和
歌
研
究
会
編『
近
世
歌
学
集
成（
上
）』（
明
治
書
院
、平
成
九
年
一
〇
月
）

二
〇
、�

佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
七
巻
（
風
間
書
房
、
昭
和
三
二
年
一
〇
月
）

二
一
、�

久
松
潜
一
監
修
・
鈴
木
真
喜
男
編
『
賀
茂
真
淵
全
集　

第
一
〇
巻
』（
続
群
書
類

従
完
成
会
、
昭
和
六
〇
年
三
月
）

二
二
、�

久
松
潜
一
監
修
・
鈴
木
真
喜
男
編
『
賀
茂
真
淵
全
集　

第
九
巻
』（
続
群
書
類
従

完
成
会
、
昭
和
五
三
年
九
月
）

二
三
、�

山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
、
明
治
四
一
年
九
月
）

【
参
考
文
献
一
覧
】（
発
表
年
次
に
沿
っ
て
配
列
し
た
）

　

一
、�

三
矢
重
松
『
国
語
の
新
研
究
』（
中
文
館
書
店
、
昭
和
七
年
九
月
）

　

二
、�

千
田
幸
夫
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
表
現
性
に
つ
い
て
」（「
鹿
児
島
大
学
文
理
学

部
研
究
紀
要　

文
科
報
告
」
第
二
号
、
昭
和
二
八
年
三
月
）

　

三
、�

馬
淵
一
夫
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（「
平
安
文
学
研
究
」
第
一
六
輯
、

昭
和
二
九
年
一
二
月
）

　

四
、�

青
島
徹
「
疑
問
副
詞
の
省
略
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
三
二
巻
第
一
号
、
昭
和

三
〇
年
一
月
）

　

五
、�

宮
坂
和
江
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（「
解
釈
」
第
一
巻
第
五
号
、
昭
和

三
〇
年
九
月
）

　

六
、�

尾
崎
知
光
「「
ら
む
」
の
意
味
に
つ
い
て
」（「
文
学
・
語
学
」
第
九
号
、
昭
和

三
三
年
九
月
）

　

七
、�
保
坂
弘
司
「『
ら
む
』
の
研
究
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
四
巻
第
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二
号
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
）

　

八
、�

山
田
珠
子
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
通
時
的
考
察
」（「
学
習
院
大
學
国
語
国
文
学

会
誌
」
第
三
号
、
昭
和
三
四
年
一
月
）

　

九
、�

馬
淵
和
夫
『
古
文
の
文
法
別
記
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
三
八
年
一
二
月
）

一
〇
、�

浅
見
徹
「
助
動
詞
の
展
開
―
「
ら
む
」
の
場
合
―
」（「
岐
阜
大
学
研
究
報
告
―

人
文
科
学
―
」
第
一
四
号
、
昭
和
四
一
年
三
月
）

一
一
、�

橘
誠
「
文
法
に
よ
る
和
歌
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
二
）
―
み
・
な
く
に
・
ら
む
・

已
然
形
＋
や
・
べ
ら
な
り
―
」（「
月
刊
文
法
」
第
一
巻
第
四
号
、
昭
和
四
四
年

二
月
）

一
二
、�

保
坂
弘
司
「
ら
む
（
ら
ん
）
―
推
量
〈
古
典
語
〉」（
松
村
明
編
者
代
表
『
古
典
語

現
代
語

助
詞
助
動
詞
詳
説
』〈
学
燈
社
、
昭
和
四
四
年
四
月
〉
所
収
）

一
三
、�

阪
倉
篤
義
「
中
古
語
法
の
特
質
と
解
釈
上
の
問
題
点
」（「
国
文
学
―
解
釈
と
教

材
の
研
究
―
」
第
一
四
巻
第
七
号
、
昭
和
四
四
年
五
月
）

一
四
、�

築
島
裕
『
平
安
時
代
語
新
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
四
年
六
月
）

一
五
、�

此
島
正
年
『
国
語
助
動
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
、
昭
和
四
八
年
一
〇
月
）

一
六
、�

吉
田
五
衛
「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
む
」（「
国
語
国
文
学
」
第
一
九
号
、
昭
和

五
一
年
五
月
）

一
七
、�

滝
沢
貞
夫
「
王
朝
和
歌
に
み
ら
れ
る
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」（
佐
伯
梅
友
博
士
喜

寿
記
念
国
語
学
論
集
刊
行
会
編
『
佐
伯
梅
友
博
士
喜
寿
記
念　

国
語
学
論
集
』

〈
表
現
社
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
〉
所
収
）

一
八
、�

有
馬
煌
史
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
用
法
に
つ
い
て
」（「
岐
阜
工
業
高
等
専
門
学

校
紀
要
」
第
一
二
号
、
昭
和
五
二
年
三
月
）

一
九
、�

坂
口
頼
孝
「「
ナ
ゼ
を
補
う<

ら
む>

」
私
見
」（「
国
学
院
雑
誌
」
第
七
八
巻
第

五
号
、
昭
和
五
二
年
五
月
）

二
〇
、�

種
友
明
「「
靜
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
の
類
歌
に
つ
い
て
」（『
浅
野
信
博
士
古

稀
記
念
国
語
学
論
叢
』〈
桜
楓
社
、
昭
和
五
二
年
一
〇
月
〉
収
載
）

二
一
、�

佐
伯
梅
友
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（「
古
文
研
究
」
で
な
お
し
第
二
号
、

昭
和
五
二
年
一
二
月
）

二
二
、�

今
井
正
「
疑
問
推
量
の
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」（「
宇
部
短
期
大
学
学
術
報
告
」

第
一
五
号
、
昭
和
五
四
年
一
月
）

二
三
、�

遠
藤
和
夫
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
口
語
性
」（
田
邊
博
士
古
希
記
念
国
語
学
論
集

編
集
委
員
会
編
『
田
邊
博
士
古
希
記
念　

国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』〈
桜
楓
社
、

昭
和
五
四
年
八
月
〉
所
収
）

二
四
、�

武
田
孝
「
推
量
の
助
動
詞
」（『
研
究
資
料
日
本
文
法　

第
七
巻　

助
辞
編
（
三
）�

助
詞
・
助
動
詞
辞
典
』〈
明
治
書
院
、
昭
和
六
〇
年
四
月
〉
所
収
）

二
五
、�

堀
口
和
吉
「「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
考
」（「
山
邊
道
」
第
三
〇
号
、
昭

和
六
一
年
三
月
）

二
六
、�

辻
田
昌
三
「
古
今
集
時
代
の
「
ら
む
」
の
一
面
」（「
文
林
」
第
二
三
号
、
昭
和

六
三
年
一
二
月
）

二
七
、�

鈴
木
義
和
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
型
の
文
に
つ
い
て
」（
藤
岡
忠
美

編
『
古
今
和
歌
集
連
環
』
和
泉
書
院
、
平
成
元
年
五
月
）

二
八
、�

山
口
堯
二
「
喚
体
性
の
文
に
お
け
る
疑
念
の
含
意
―
「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る

ら
ん
」
の
基
底
―
」（『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』〈
明
治
書
院
、
平
成
二
年
一
月
〉

所
収
）

二
九
、�

山
田
潔
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
考
」（「
国
学
院
雑
誌
」
第
九
四
巻
第

四
号
、
平
成
五
年
四
月
）

三
〇
、�

小
川
輝
夫
「
和
泉
式
部
日
記
の
歌
の
解
釈
試
論
（
二
）
―
「
し
づ
心
な
く
花
の

散
る
ら
む
」
の
解
釈
と
と
も
に
―
」（「
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
四
九
号
、

平
成
六
年
七
月
）

三
一
、�
野
村
剛
史
「
三
代
集
ラ
ム
の
構
文
法
」（
川
端
善
明
・
仁
田
義
雄
『
日
本
語
文
法

　

体
系
と
方
法
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成
九
年
一
〇
月
〉
所
収
）


