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「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解
と
問
題
点

　
　
―
主
体
の
人
称
と
意
志
の
有
無
と
に
注
目
し
て
―

中
村
幸
弘

　
　
　

ま
え
が
き

　
『
万
葉
集
』
歌
に
は
、「
…
む
と
す
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
…
と
す
」
を
見

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
「
と
」
は
、
一
般
に
は
連
用
格
助
詞
に
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
が
、
時
枝
文
法
で
は
、
指
定
の
助
動
詞
と
し
て
取
り
扱
わ

れ
る（

1
（

。
そ
の
「
す
」
に
つ
い
て
も
、
時
枝
は
、
指
定
の
助
動
詞
と
し
て
取

り
扱
っ
て
い
る（

2
（

。
そ
の
古
典
語
「
…
と
す
」
が
直
ち
に
現
代
語
「
…
と
す

る
」
に
移
行
し
た
と
は
い
い
え
な
い
が
、
そ
の
現
代
語
「
…
と
す
る
」
に

つ
い
て
、「
義
務
教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。」（
日
本
国
憲
法
・
第

二
十
六
条
②
第
二
文
）
な
ど
の
「
…
と
す
る
」
を
対
象
に
観
察
し
て
み
た（

（
（

日
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
…
と
す
」
が
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
は
、

誰
も
が
そ
れ
と
気
づ
い
て
い
る
『
古
事
記
』
な
ど
の
訓
読
文
で
あ
ろ
う
。

さ
き
ご
ろ
、
和
習
漢
文
『
古
事
記
』
に
頻
用
さ
れ
る
「
…
と
す
」
に
注
目

し
て
、そ
の
一
部
を
確
認
し
た（

（
（

。純
粋
な
和
語
の
世
界
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
「
…
と
す
」
が
、
こ
こ
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
「
…
と
す
」
が
、
律
文
と
し
て
の
和
歌
の
表
現
に
も
、
徐
々
に
採

用
さ
れ
て
、僅
か
な
が
ら
も
浸
透
を
見
せ
て
い
っ
た（

（
（

。体
言
を
受
け
る「
…

と
す
」
は
指
定
の
論
理
を
必
要
と
し
な
い
和
歌
に
は
引
き
続
き
見
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
動
詞
な
ど
、
活
用
語
を
受
け
る
「
…
と
す
」、
例
え
ば
「
待
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つ
と
せ
し
ま
に
」（
古
今
・
巻
十
五
・
恋
五
・
七
七
〇
）
な
ど
を
見
せ
た
う

え
で
、「
花
と
見み

て
を
ら
む
と
す
れ
ば
」（
古
今
・
巻
十
九
・
雑
体
・

一
〇
一
九
）
な
ど
、「
む
」
文
末
文
を
受
け
る
「
…
と
す
」、
つ
ま
り
、「
…

む
と
す
」
を
見
せ
る
よ
う
に
も
な
る
。
た
だ
、
八
代
集
を
通
し
て
見
て
も
、

「
…
む
と
す
」
の
用
例
は
限
ら
れ
て
い
る
。「
…
と
す
」
の
「
と
」
は
、「
す
」

だ
け
で
な
く
「
い
ふ
」「
思
ふ
」
な
ど
を
も
伴
っ
て
「
…
と
い
ふ
」「
…
と

思
ふ
」
と
も
な
っ
て
現
れ
、
時
枝
は
「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
の
「
い

ふ
」「
思
ふ
」
も
陳
述
機
能
を
担
う
と
す
る
。「
詔
の
り
た
ま

ひ
し
く
、「
刀た
ち

を
易か

へ
む
と
為お

も

ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。」（
古
事
記
・
中
巻
・
景
行
天
皇
221
ペ
）

と
い
う
「
為
」
字
の
訓
か
ら
は
、
動
詞
「
す
」
の
語
義
や
自
動
詞
・
他
動

詞
の
別
に
つ
い
て
の
判
断
も
闡
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。

以
上
が
、
現
在
の
筆
者
に
と
っ
て
の
「
…
と
す
」
の
認
識
で
あ
る
。「
…

む
と
す
」
に
先
立
っ
て
の
「
…
と
す
」
の
認
識
で
あ
る
。

　

教
育
現
場
に
長
く
勤
務
し
て
い
た
筆
者
に
は
、
そ
し
て
、
早
く
か
ら
検

定
教
科
書
の
編
集
な
ど
に
関
係
し
て
き
て
い
た
筆
者
に
は
、
助
動
詞
「
む
」

の
推
量
か
意
志
か
の
判
別
は
何
を
手
掛
か
り
に
し
た
ら
よ
い
か
な
ど
、
そ

う
い
う
話
題
と
関
係
書
目
の
情
報
は
、自
然
と
入
っ
て
き
て
い
た
。実
は
、

そ
こ
で
執
筆
さ
せ
ら
れ
、編
集
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
一
書
が
、拙
著『
先

生
の
た
め
の
古
典
文
法
Ｑ
＆
Ａ
一
〇
〇（

（
（

』
で
あ
る
。
そ
の
Ｑ
（1
「
助
動
詞

「
む
」
の
意
味
を
、
一
人
称
か
二
人
称
か
に
よ
っ
て
判
別
す
る
方
法
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
確
実
な
も
の
と
い
え
る
か
。」
に
、
時
枝
誠
記
『
日
本
文

法　

文
語
篇
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
一
年
）
か
ら
該
当
箇
所
を
引
用
し
、

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究
』（
白
帝
社
・
昭
和
三
十
六
年
（
昭
和

十
七
年
成
））
に
も
触
れ
、
五
十
嵐
三
郎
「
助
動
詞
の
意
味
―
動
詞
と
の

関
係
」（
明
治
書
院
『
続
日
本
文
法
講
座
１
』
所
収
・
昭
和
三
十
三
年
）

と
森
井
蘭
「「
む
」
の
性
格
―
推
量
・
意
志
の
あ
ら
わ
れ
方
―
」（
京
都
女

子
大
学
「
女
子
大
國
文
」
1（
号
・
一
九
五
九
年
）
と
を
紹
介
し
て
、
そ
れ

ら
文
献
・
研
究
を
参
考
に
そ
の
傾
向
が
見
え
て
く
る
と
答
え
て
あ
っ
た
。

　

現
在
、
高
校
生
向
け
学
習
参
考
書
に
も
、
こ
の
助
動
詞
「
む
」
の
意
味

の
識
別
要
領
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
主
語
の
人
称
と
述

語
末
尾
の
助
動
詞
「
む
」
と
の
関
係
は
、
そ
こ
で
言
い
切
ら
れ
る
場
合
に

つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
と
す
」を
伴
っ
て
い
る「
…
む
と
す
」

の
場
合
は
、
事
情
が
異
な
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
国
一
の
採
択
を
誇
る
と
聞
く
、
水
野
左
千
夫
編
『
古

文
単
語
と
一
緒
に
学
ぶ
こ
れ
か
ら
の
古
典
文
法
』（
尚
文
出
版
株
式
会
社
・

二
〇
〇
八
年
初
版
の
重
版
）
が
取
り
扱
い
に
窮
し
た
一
用
例
に
よ
っ
て
気

づ
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　

意
志
（
話
し
手
の
意
志
を
表
す
意
）

　
　

例�
や
が
て
掻
き
つ
く
ま
ま
に
、
頸く
び

の
ほ
ど
を
食ハ

・
四
・
未は

む終

と
す
。
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強
く
不
満
を
覚
え
て
い
た
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
二
十
巻
本

の
第
十
九
巻
（
昭
和
五
十
一
年
）
に
「
む
と
す
」（
連
語
）
の
立
項
を
見

た
と
き
、
そ
う
感
じ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。『
古
語
大
辞
典
』（
小
学

館
・
昭
和
五
十
八
年
）
の
「
む
と
す
」（
連
語
）
の
ブ
ラ
ン
チ
①
に
｟「
と
」

「
す
」
に
そ
れ
ぞ
れ
格
助
詞
性
・
動
詞
性
の
強
い
場
合
｠
と
あ
っ
た
記
事

か
ら
は
、「
と
す
」
が
助
動
詞
「
む
」
を
文
末
と
す
る
一
文
を
受
け
て
い

る
と
い
う
情
報
と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
も
蘇
っ
て
く
る
。
続
く
語
誌
担

当
者
（
森
野
宗
明
）
の
執
筆
と
読
み
と
っ
た
。

　

一
般
に
は
動
詞
に
「
む
と
す
」
が
付
い
て
い
る
か
に
見
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
起
源
的
に
は
、
助
動
詞
「
む
」
が
文
末
と
な
る
一
文
を
「
…

と
す
」
が
受
け
た
表
現
で
あ
っ
た
。
中
古
に
下
っ
て
、
僅
か
に
「
…
ま
う

づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
ば
え
ま
う
で
ず（

（
（

。」（
伊
勢
・
八
四
・
さ
ら
ぬ
別

れ
・
1（（
ペ
）
な
ど
を
見
る
程
度
だ
が
、
助
動
詞
「
む
」
を
用
い
る
こ
と
な

く
、「
と
す
」
が
「
む
」
を
添
え
な
い
動
詞
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
と
に
か
く
、
助
動
詞
「
む
」
が
文
末
と
な
る
、「
む
」
文
末
文

を
受
け
る
「
と
す
」
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」

と
い
う
よ
う
に
表
示
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
古
事
記
』
訓
読
文

を
借
り
る
こ
と
に
な
る
が
、「
と
す
」
が
何
を
受
け
て
い
る
か
が
、
鮮
や

か
に
見
え
て
こ
よ
う
。

（
徒
然
草
・
八
九
）

　
　
（
訳
）�〈
猫
ま
た
は
〉
そ
の
ま
ま
飛
び
つ
く
と
同
時
に
、
頸
の
あ
た
り

を
食
お
う
と
す
る
。

　
　

識
別
○
主
語
が
一
人
称
（
私
・
自
分
）
の
場
合
―
意
志

　

も
ち
ろ
ん
、
識
別
欄
の
他
の
用
例
は
該
当
す
る
の
だ
が
、
こ
の
猫
ま
た

の
用
例
だ
け
が
当
て
嵌
ま
ら
な
い
の
で
、例
外
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
例
外
と
あ
る
だ
け
で
解
説
が
な
く（

（
（

、
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
の
質
問

が
た
ま
た
ま
筆
者
に
寄
せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。小
稿
執
筆
の
契
機
は
、

実
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
小
稿
の
用
例
資
料
は
、
す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠

る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
引
用
・
参
考
文
献
な
ど
の
刊
行
年
な
ど
に
つ
い

て
は
、
そ
の
文
献
の
奧
付
の
表
記
に
従
う
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

一
、�「
む
」
文
末
文
を
受
け
る
「
と
す
」
と
、
動
詞
を
受
け

る
「
む
と
す
」
と

　

国
文
法
書
の
す
べ
て
が
、
助
動
詞
「
む
」
に
併
せ
て
「
む
ず
」
に
つ
い

て
も
そ
の
用
例
を
引
き
、「
む
」
に
準
じ
て
解
し
て
よ
い
と
述
べ
て
い
な

が
ら
、「
む
と
す
」
に
触
れ
る
こ
と
が
全
く
な
い
こ
と
に
、
長
く
、
か
つ
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○�
…
海う
み

の
神か
み

の
女む
す
め

豊と
よ

玉た
ま

毘び

売め

の
従つ
か

婢ひ
め

、〈
玉た
ま

器も
ひ

を
持
ち
て
水み
づ

を
酌く

ま
む
〉

と
す
る
時
に
…
。

（
古
事
記
・
上
巻
〈
日
子
穂
々
手
見
命
と
鵜
葺
草
葺
不
合
命
〉
12（
ぺ
）

　

○�

…
塩し
ほ

盈み
ち

珠た
ま

を
併あ
は

せ
て
両ふ
た
つ箇
授
け
て
、即
ち
悉
こ
と
ご
と

く
わ
に
を
召
し
集
め
、

問
ひ
て
曰い

ひ
し
く
、「〈
今
、
天あ
ま

津つ

日ひ

高た
か

の
御み

子こ

、
虚そ

空ら

津つ

日ひ

高た
か

、
上う
は

つ
国く
に

に
出い
で

幸ま

さ
む
〉
と
為す

。
…
」
と
い
ひ
き
。

（
古
事
記
・
上
巻
〈
日
子
穂
々
手
見
命
と
鵜
葺
草
葺
不
合
命
〉
1（（
ぺ
）

　

次
の
用
例
は
歌
謡
だ
が
、「〈
…
む
〉
と
す
」
の
「〈
…
む
〉
と
」
の
下

に
係
助
詞
「
は
」
が
付
き
、
さ
ら
に
主
語
が
介
在
し
て（

（
（

い
て
、
そ
の
格
助

詞
「
と
」
に
よ
る
引
用
が
鮮
や
か
に
見
え
て
く
る
。
併
せ
て
、「〈
…
む
〉

と
思
ふ
」
を
も
見
る
用
例
で
あ
る
。

○�

ひ
さ
か
た
の　

天あ
め

の
香か

具ぐ

山や
ま　

鋭と
か
ま喧
に　

さ
渡
る
鵠く
び

〈
弱ひ
は
ぼ
そ細　

撓た
わ

や

腕が
ひ
な

を　

枕ま

か
む
〉
と
は　

吾
は

0

0

す
れ
ど
も　

さ
寝ね

む
と
は
吾
は

0

0

0

思
へ

ど　

汝な

が
着け

せ
る　

襲お
す
ひ衣

の
裾す
そ

に　

月
立
ち
に
け
り

（
古
事
記
・
中
巻
〈
景
行
天
皇
〉・
歌
謡
2（
・
22（
ぺ
）

　

右
三
用
例
と
も
「
む
」
文
末
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て
い
る
文
構
造
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
起
源
や
そ
の
後
の
大
方

の
用
例
は
、
こ
の
「
む
」
文
末
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
用
例
の
「
む
と
す
」
は
「〈
…
む
〉
と
す
」
で
あ
っ
て
、
連

語
と
し
て
取
り
扱
う
の
は
当
た
ら
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
方
に
、
動
詞
に
付
く
連
語
化
さ
れ
た
「
む
と
す
」
も

あ
っ
て
、
係
結
な
ど
の
文
構
造
か
ら
、
そ
う
見
え
て
く
る
用
例
が
、
認
識

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
使
用
に
は
、
個
人
差
も
あ
っ
た
か

に
も
、
感
じ
と
れ
る
。
あ
の
、
ふ
と
心
お
と
り
と
か
す
る
「
む
ず
る
」
表

現
と
、
そ
の
前
身
は
、
ど
ち
ら
の
「
む
と
す
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

○�

何
事
を
言
ひ
て
も
、「
そ
の
事
さ
せ
ん
と
す
」「
言
は
ん
と
す
」「
何

と
せ
ん
と
す
」
と
い
ふ
「
と
」
文も

字じ

を
失
ひ
て
、
た
だ
「
言
は
ん
ず

る
」「
里
へ
出
で
ん
ず
る
」
な
ど
言
へ
ば
、
や
が
て
い
と
わ
ろ
し
。

（
枕
・
一
八
六
・
心
お
と
り
と
か
す
る
も
の
は
・
（2（
ペ
）

　

そ
こ
で
、
そ
の
『
枕
草
子
』
跋
文
に
見
る
、
反
語
の
係
助
詞
「
や
は
」

に
応
じ
て
い
る
結
び
は
、
動
詞
「
見
る
」
の
未
然
形
「
見
」
に
付
い
た
連

語
化
し
た
「
む
と
す
る
」
と
読
め
て
く
る
。「
虫
は
」
の
章
段
の
蓑
虫
の

親
が
言
う
、
約
束
の
言
葉
は
、
強
意
の
係
助
詞
「
ぞ
」
に
応
じ
て
い
て
、

動
詞
「
来く

」
の
未
然
形
「
来こ

」
に
付
い
た
「
来
む
と
す
る
」
と
い
う
連
体

形
で
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
「
と
す
る
」
の
「
す
る
」
が
結
び
と
な
っ
て
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い
る
こ
と
か
ら
、
連
語
「
む
と
す
」
の
一
単
語
性
が
証
明
さ
れ
よ
う
。

　

○�

こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
4

4

見
む
と
す
る
と

思
ひ
て
、つ
れ
づ
れ
な
る
里さ
と

居ゐ

の
ほ
ど
に
、書
き
あ
つ
め
た
る
を
…
。

（
枕
・
こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
・
（（（
ペ
）

　

○�

蓑み
の

虫む
し

、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
鬼
の
生
み
た
り
け
れ
ば
、
親
に
似
て
、

こ
れ
も
お
そ
ろ
し
き
心
あ
ら
む
と
て
、
親
の
あ
や
し
き
衣き
ぬ

、
ひ
き
着

せ
て
、「
い
ま
秋
風
の
吹
か
む
を
り
ぞ4

、
来
む
と
す
る
。
待
て
よ
」

と
言
ひ
お
き
て
、
逃
げ
て
い
に
け
る
も
知
ら
ず
、
…
。

（
枕
・
四
一
・
虫
は
（（
ペ
）

　

一
方
、
清
少
納
言
の
い
う
と
お
り
「
む
と
す
」
が
「
む
ず
」
に
約
音
化

し
た
と
し
て
も（
（1
（

、「
む
」
文
末
文
を
受
け
た
「（
む
）
ず
」
が
存
在
し
て
い

る
と
、
感
じ
と
れ
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

○�

「
龍た
つ

の
頸く
び

の
玉
取
り
得
ず
は
帰
り
来
な
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
い
づ
ち

も
い
づ
ち
も
、〈
足
の
向
き
た
ら
む
方か
た

へ
往
な
む
〉
ず
」、「
か
か
る

す
き
事ご
と

を
し
た
ま
ふ
こ
と
」
と
そ
し
り
あ
へ
り
。

（
竹
取
・〔
一
一
〕・
（（
ペ
）

　

大
伴
の
大
納
言
の
ご
命
令
に
、
家
来
た
ち
が
、
不
平
を
言
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

○�

か
ぐ
や
姫
答
へ
て
い
は
く
、「
…〈
し
ひ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ば
、

消
え
失
せ
な
む
〉
ず
。
…
」（
竹
取
〔
一
六
〕
（（
ペ
）

　

無
理
に
宮
仕
え
お
さ
せ
に
な
る
な
ら
、
私
は
消
え
失
せ
て
し
ま
い
た
い

と
、
か
ぐ
や
姫
が
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
使
用
テ
キ
ス
ト

は
、
そ
の
「
な
む
ず
」
に
「「
な
む
と
す
」
の
約
。「
な
む
」
の
意
味
を
強

め
た
形
。」
と
注
し
て
い
る
。

　

古
典
文
法
書
・
古
語
辞
典
と
も
に
、
そ
の
す
べ
て
が
、「
む
ず
」
に
つ

い
て
「
む
」
に
準
じ
て
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
個
々
の
用
例
を
若
干
見
た

だ
け
で
も
、
多
く
の
疑
問
点
が
見
ら
れ
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読

解
に
は
、そ
れ
に
先
立
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
が
、

あ
ま
り
に
も
多
い
、
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

二
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
読
み
分
け
の
目
や
す

　

当
初
、
小
稿
の
題
目
を
「
第
三
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
の
読
解
」

な
ど
と
し
て
い
た
が
、
第
一
人
称
・
第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
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表
現
を
対
象
か
ら
外
す
と
、全
体
の
位
置
づ
け
が
見
え
て
こ
な
い
よ
う
で
、

結
局
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
主
体
の
人
称
を
手
掛
か

り
に
該
当
用
例
の
す
べ
て
を
読
み
分
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
目
や
す
に
加
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
体
の
意
志
の
有
無
を
手
掛
か
り
と

し
て
読
み
分
け
た
結
果
を
も
併
せ
提
示
し
て
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の

類
型
化
を
試
み
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
読
み
分
け
に
つ
い
て

は
、
理
解
し
や
す
さ
と
明
快
さ
と
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

　

第
三
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
は
あ
る
が
、
そ
の
無
意

志
物
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
最
も
明
快
に
、
そ
の
文
意
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
一
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
と
第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
用
例
に
即

し
て
読
み
分
け
て
い
く
。改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
ろ
う
が
、

第
三
人
称
主
体
の
無
意
志
物
主
体
以
外
は
、す
べ
て
、人
物
主
体
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
残
る
の
は
、
第
三
人
称
人
物
主
体
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
猫

ま
た
の
よ
う
な
想
像
上
の
動
物
類
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
稿
は
、

結
果
と
し
て
は
、
単
純
な
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
主
体
の
人
称
別
と

意
志
の
有
無
別
と
を
手
掛
か
り
と
し
た
類
型
別
の
報
告
と
な
っ
て
し
ま
う

よ
う
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
読
み
分
け
に
際
し
て
、
当
初
、
当
代
人
は
ど
の
よ
う
な
意

識
で
そ
の
表
現
を
採
用
し
た
か
に
極
力
忠
実
に
読
解
を
試
み
る
よ
う
努
め

る
こ
と
と
し
た
。
あ
る
い
は
、
殊
に
、
第
三
人
称
人
物
主
体
の
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
筆
者
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
は
ご
賛
同
い
た
だ
け

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
感
じ
て
い
る
。
冒
頭
に
引
い
た
『
徒
然
草
』

の
第
八
十
九
段
の
、
猫
ま
た
の
「
頸
の
ほ
ど
を
食
は
ん
と
す
。」
の
、
そ

の
「
ん
と
す
」
は
、
猫
ま
た
の
意
志
と
見
る
の
が
大
方
な
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
兼
好
に
、
猫
ま
た
の
意
志
が
読
み
と
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
一
般
の

理
解
に
は
至
り
え
な
い
筆
者
の
読
解
と
な
り
そ
う
な
の
で
あ
る
。

　

小
稿
の
第
三
人
称
人
物
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解
は
、

一
旦
、
そ
の
「
む
」
を
推
量
と
読
み
と
っ
た
う
え
で
、
一
定
の
転
換
を
さ

せ
な
け
れ
ば
、現
在
、吾
人
が
誰
し
も
等
し
く
意
志
と
読
み
と
っ
て
い
る
、

そ
の
現
代
語
訳
に
は
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
転
換
は
、
あ
る
い

は
、
そ
の
発
話
や
執
筆
の
発
信
段
階
か
ら
既
に
成
立
し
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
現
代
人
の
発
話
や
執
筆
か
ら
も
、
そ
れ
は
容
易
に
推
測
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

　

長
い
ま
え
が
き
で
、
続
く
第
一
章
も
本
章
も
、
す
べ
て
執
筆
に
先
立
っ

て
の
断
り
書
き
で
あ
る
。
関
係
先
行
文
献
や
関
係
注
釈
書
の
あ
ち
こ
ち
を

開
い
て
、「〈
…
む
〉
と
す
」
カ
ー
ド
を
採
集
し
な
が
ら
、
早
く
も
、
現
行

の
大
方
の
現
代
語
訳
に
は
従
え
な
い
読
み
が
始
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
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三
、
無
意
志
物
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解

　

小
稿
は
、
本
章
か
ら
始
ま
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
う
ち
、
そ
の

「
む
」
が
推
量
以
外
考
え
ら
れ
な
い
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
第
三
人

称
の
う
ち
の
人
間
以
外
の
自
然
現
象
・
天
体
・
器
具
類
な
ど
が
主
体
と
な
っ

た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
主
体
を
、
い
ま
、
無
意

志
物
主
体
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

⑴�

こ
れ
を
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
い
ふ
、「
…
。
…
〈
か
の
国
の
人
来
ば

〔
塗ぬ
り

籠ご
め

ノ
戸
〕
み
な
あ
き
な
む
〉
と
す
。
…
」。

（
竹
取
・〔
二
一
〕
（（
ペ
）

　

媼
が
、
塗
籠
の
中
で
か
ぐ
や
姫
を
抱
い
て
じ
っ
と
し
て
い
る
場
面
で
あ

る
。
翁
も
、
そ
の
塗
籠
の
戸
を
閉
ざ
し
て
、
戸
口
に
座
っ
て
い
る
。
そ
の

と
き
、
警
備
の
人
々
が
、
こ
れ
ほ
ど
警
護
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
蝙こ
う

蝠も
り

一

匹
で
も
い
た
な
ら
、射
殺
し
て
み
せ
し
め
に
す
る
と
言
っ
た
の
を
受
け
て
、

か
ぐ
や
姫
が
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
順
接
仮
定
条
件
句
に
応
じ
た
推
量
文

を
「
と
す
」
が
受
け
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
使
用
テ
キ

ス
ト
は
、「
あ
き
な
む
と
す
」
に
「「
あ
き
な
む
」
を
強
め
た
も
の
。」
と

注
し
て
い
る
。

　

⑵�

夜
ふ
く
る
ま
で
酒
飲
み
、
物も
の

語
が
た
り

し
て
あ
る
じ
の
親
王
酔ゑ

ひ
て
入
り

た
ま
ひ
な
む
と
す
。〈
十
一
日
の
月
も
か
く
れ
な
む
〉
と
す
れ
ば
、

か
の
馬う
ま

の
頭か
み

の
よ
め
る
。（
伊
勢
・
八
十
二
・
渚
の
院
・
1（（
ペ
）

　

惟こ
れ

喬た
か

の
親み

こ王
が
鷹た
か

狩が
り

の
後
、
水み

無な

瀬せ

の
離
宮
で
例
に
よ
っ
て
宴
会
が
続

き
、
そ
の
ま
ま
寝
所
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
十
一
日
の
月
が

隠
れ
る
だ
ろ
う
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、
あ
の
馬
の
頭
が
一
首
詠
ん
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か
」
と
詠
ん
だ
、

あ
の
場
面
で
あ
る
。
な
お
、
そ
こ
に
引
い
た
第
一
文
は
、
小
稿
の
第
八
章

に
該
当
す
る
用
例
で
あ
る
。

　

⑶�

狭さ

井ゐ

河が
は

よ　

雲く
も

立た

ち
渡わ
た

り　

畝う
ね

傍び

山や
ま　

木こ

の
葉は

さ
や
ぎ
ぬ　
〈
風
吹

か
む
〉
と
す
（
古
事
記
・
中
巻
〈
神
武
天
皇
〉・
歌
謡
20
・
1（1
ペ
）

　

多た

ぎ

し

み

み

芸
志
美
々
命
の
み
こ
との
反
逆
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
武
天
皇
と
阿あ

ひ

ら

ひ

め

比
良
比
売

と
の
間
の
子
で
あ
る
多
芸
志
美
々
命
は
、
天
皇
の
死
後
皇
后
と
結
婚
し
、

三
人
の
異
母
弟
の
皇
子
を
殺
し
て
皇
位
を
奪
お
う
と
す
る
。
し
か
し
、
皇

后
が
皇
子
た
ち
に
歌
で
異
変
を
知
ら
せ
た
た
め
、反
逆
は
失
敗
に
帰
す
る
。
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用
例
は
、
そ
の
異
変
を
知
ら
せ
た
伊い

す

け

よ

り

ひ

め

須
気
余
里
比
売
の
歌
で
あ
る
。

　

そ
う
遠
く
な
い
さ
き
ご
ろ
ま
で
、
筆
者
は
、
そ
の
用
例
に
つ
い
て
事
態

の
進
行
を
表
す
も
の
と
見
て
、
直
上
動
詞
だ
け
に
付
く
「
む
と
す
」
と
見

た
り
し
て
い
た（
（（
（

が
、
今
回
、
人
間
以
外
の
第
三
人
称
主
体
と
し
て
読
み
と

る
こ
と
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て
の
誤
読
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
間

以
外
の
第
三
人
称
主
体
「
風
」
に
よ
っ
て
〈
騒
乱
〉
を
暗
示
し
、
そ
の
騒

乱
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
感
じ
と
れ
る
、
と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上

の
こ
の
一
群
を
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
第
Ⅰ
類
型
と
す
る
こ
と
と
す

る
。

　

１
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
第
Ⅰ
類
型

　

○
〈
無
意
志
物
主
体
…
む
（
＝
推
量
）〉
と
す
（
＝
自
動
詞
）

　
　

�

人
間
以
外
の
第
三
人
称
主
体
（
＝
無
意
志
物
主
体
）
の
述
語
を
構
成

す
る
末
尾
の
助
動
詞
「
む
」
は
、
す
べ
て
推
量
の
意
と
な
る
。
こ
の

場
合
、
そ
の
「
む
」
文
末
文
を
受
け
る
、「
と
す
」
の
「
す
」
は
、〈
感

じ
ら
れ
る
〉
意
の
自
動
詞
と
読
み
と
れ
る
。

　
　
　

四
、
第
一
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解

　

第
一
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
用
例
の
検
出
に
先
立
っ
て
、
文

種
ジ
ャ
ン
ル
と
の
関
係
か
ら
見
て
、
物
語
作
品
の
地
の
文
の
な
か
に
第
一

人
称
主
体
の
表
現
を
見
る
こ
と
は
、
極
め
て
限
ら
れ
た
草
子
地
な
ど
以
外

あ
り
え
な
い
こ
と
が
予
見
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
筆
者
自
身
の
行
為
や

動
作
を
意
識
し
て
描
写
す
る
随
筆
・
日
記
作
品
か
ら
該
当
用
例
を
検
出
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

⑷�

左ひ
だ
り

右み
ぎ

に
あ
る
垣
に
あ
る
も
の
の
枝え
だ

な
ど
の
さ
し
入
る
を
〈〔
ワ
レ
〕

い
そ
ぎ
て
と
ら
へ
て
折
ら
む
〉
と
す
る
ほ
ど
に
、
ふ
と
す
ぎ
て
は
づ

れ
た
る
こ
そ
い
と
く
ち
を
し
け
れ
。

（
枕
・
二
〇
七
・
五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
く
・
（（（
ペ
）

　
「
む
ず
る
」
を
嫌
っ
た
清
少
納
言
が
、
初
夏
の
某
日
、
恐
ら
く
は
同
僚

の
女
房
た
ち
と
牛
車
で
外
出
し
た
折
の
記
事
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
の
「
む
」
が
ど
こ
か
ら
始
ま
る
一
文
の
末
尾
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
別
解
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
と
に
か

く
彼
女
た
ち
が
折
ろ
う
と
し
た
と
い
う
、
そ
の
「
む
」
の
意
味
は
、
明
ら

か
に
意
志
で
あ
る
。
想
定
し
た
第
一
人
称
主
体
「
ワ
レ
」
は
単
数
で
あ
っ

て
も
複
数
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
志
を
表
し
、
動
詞
「
す
」
は
、
そ
の
意

志
に
沿
っ
て
行
為
す
る
意
を
担
う
他
動
詞
と
読
み
と
れ
る
。

　

⑸�
あ
や
し
、
た
れ
な
ら
む
と
思
ひ
て
、〈〔
女
＝
ワ
レ
〕
前
な
る
人
を
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起
こ
し
て
問
は
せ
む
〉
と
す
れ
と
、
と
み
に
も
起
き
ず
。

（
和
泉
・〔
一
四
〕・
（（
ペ
）

　

九
月
二
十
余
日
、
敦
道
親
王
が
例
の
小こ

舎ど
ね

人り

童わ
ら
わ

を
お
供
に
門
を
お
叩

か
せ
に
な
っ
た
が
、
侍
女
が
す
ぐ
に
起
き
な
い
た
め
、
結
局
は
、
宮
も
お

帰
し
し
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
一
連
の
描
写
に
見
る
用
例
で
あ
る
。「
前
な

る
人
」
は
侍
女
で
、
そ
の
侍
女
を
起
こ
し
て
尋
ね
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
は

「
女
」、
つ
ま
り
和
泉
式
部
で
あ
る
。
こ
の
「
む
」
文
末
文
は
、
和
泉
式
部

の
心
内
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

⑹�

御
返
り
に
は
「
山
の
住
ま
ひ
は
〈
秋
の
け
し
き
も
〔
ワ
レ
〕
見
た

ま
へ
む
〉
と
せ
し
に
、
ま
た
憂
き
時
の
や
す
ら
か
に
て
、
な
か
ぞ
ら

に
な
む
。
…
」
な
ど
ぞ
…
。（
蜻
蛉
・
中
〔
二
四
〕・
2（（
ペ
）

　

夫
・
兼
家
の
途
絶
え
が
ち
な
生
活
が
続
く
な
か
、
兼
家
の
同
母
妹
登
子

か
ら
の
便
り
に
答
え
た
書
簡
で
あ
る
。
山
寺
や
秋
の
景
色
を
見
る
ま
で
と

思
っ
て
い
た
が
、
山
に
い
て
も
心
の
憂
さ
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
ど
っ
ち
つ

か
ず
の
あ
り
さ
ま
で
、
と
い
っ
て
い
る
返
書
で
あ
る
。「
秋
の
け
し
き
も

見
た
ま
へ
む
」
と
い
う
謙
譲
語
Ⅱ
の
「
た
ま
へ
（
→
た
ま
ふ
）」
を
用
い

て
い
る
の
で
、
第
一
人
称
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
「
ワ
レ
」
な
ど
を
想

定
し
な
く
て
も
、
そ
れ
と
直
ち
に
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

⑺�

典て
ん

薬や
く

腹
立
ち
て
、「
…
、
い
か
が
せ
む
。
翁
な
れ
ば
こ
そ
、〈〔
ワ
レ
〕

あ
け
む
あ
け
む
〉
と
は0

せ
し
か
」
と
腹
立
ち
て
言
ひ
て
立
ち
て
い
け

ば
、
い
と
ど
人
笑
ひ
死
ぬ
べ
し
。（
落
窪
・
二
・〔
一
三
〕
1（1
ペ
）

　

物
語
作
品
で
あ
っ
て
も
、
会
話
文
に
は
、
そ
の
該
当
用
例
を
見
る
。
落

窪
の
姫
君
を
凌
辱
し
よ
う
と
し
て
失
敗
を
重
ね
た
典
薬
助
が
、
そ
の
弁
明

を
し
て
物
笑
い
に
な
っ
た
場
面
で
あ
る
。
意
志
の
「
む
」
を
重
ね
た
「
あ

け
む
あ
け
む
」
を
受
け
た
「
と
す
」
が
上
の
係
助
詞
「
こ
そ
」
を
受
け
る

こ
と
も
あ
っ
て
、
間
に
係
助
詞
「
は
」
を
介
在
さ
せ
て
、「〈
…
む
〉
と
は0

せ
し
か
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
用
例
か
ら
は
、
そ
の
「
と
す
」
が
単
な

る
強
め
な
ど
で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
、
以
上
の
用
例
か
ら
、
こ
の

一
群
を
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
第
Ⅱ
類
型
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

２
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅱ
類
型

　

○
〈〔
第
一
人
称
主
体
〕
…
む
（
＝
意
志
）〉
と
す
（
他
動
詞
）

　
　

�
第
一
人
称
主
体
は
そ
の
殆
ど
が
「
ワ
レ
」
な
ど
の
第
一
人
称
主
体
で

あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
語
句
を
想
定
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ

る
述
語
を
構
成
す
る
末
尾
の
助
動
詞
「
む
」
は
、
そ
の
殆
ど
が
意
志

の
意
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
意
志
の
意
の
「
む
」
文
末
文
を
受
け
る
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「
と
す
」
の
「
す
」
は
、
そ
の
意
志
に
沿
っ
て
行
為
す
る
他
動
詞
と

読
み
と
れ
る
。

　

さ
て
、
第
一
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
あ
っ
て
も
、
第

一
人
称
主
体
の
意
志
に
関
わ
り
な
く
、
他
者
の
は
た
ら
き
か
け
な
ど
に

よ
っ
て
事
態
が
進
行
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。そ
の
場
合
、

助
動
詞
「
む
」
は
推
量
の
意
を
担
っ
て
お
り
、
動
詞
「
す
」
は
自
動
詞
と

読
み
と
れ
る
。

　

⑻�

か
ぐ
や
姫
の
い
は
く
「
月
の
都
の
人
に
て
父ち
ち

母は
は

あ
り
。
…
さ
れ
ど
、

〈
お
の
が
心
な
ら
ず
、〔
ワ
レ
〕
ま
か
り
な
む
〉
と
す
る
」
と
い
ひ

て
…
」。（
竹
取
・〔
一
九
〕
（（
ペ
）

　
「
お
の
が
心
な
ら
ず
」
と
い
う
連
用
修
飾
語
が
「
ま
か
り
な
む
」
の
直

上
に
あ
る
の
で
、
そ
の
「
ま
か
り
な
む
」
の
「
む
」
が
意
志
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

⑼�

…
、「〈
わ
れ
ば
か
り
の
人
の
今け

ふ日
明あ

す日
死
な
ん
〉
と
す
る
を
、
か

く
目
も
見
た
て
ぬ
や
う
あ
ら
ん
や
。
…
」
と
…
。

（
讃
岐
・
上
・〔
五
〕
（（（
ペ
）

　

堀
河
天
皇
が
お
苦
し
そ
う
な
ご
様
子
で
お
っ
し
ゃ
っ
た
お
言
葉
の
な
か

の
用
例
で
、「
わ
れ
ば
か
り
の
人
」
は
、
天
皇
ご
自
身
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
。
死
の
到
来
が
今
日
と
も
明
日
と
も
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
い
て
、

自
死
な
ど
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
「
…
死
な
ん
と
す

る
を
、
」
は
〈
…
死
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
感
じ
て
い
る
の
を
〉
と
で

も
訳
さ
な
い
と
、そ
の
情
況
は
見
え
て
こ
な
い
。極
め
て
稀
な
用
例
だ
が
、

存
在
す
る
以
上
、
類
型
の
一
つ
に
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
第
Ⅲ
類
型
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

３
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅲ
類
型

　

○
〈〔
第
一
人
称
主
体
〕
※
○
○
…
む
（
＝
推
量
）〉
と
す
（
＝
自
動
詞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
主
体
の
意
志
で
な
い
こ
と
を
表
す
連
用
修
飾
語
な
ど

　

第
一
人
称
主
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
主
体
の
意
志
で
な
い
こ
と
を
表
す

表
現
や
、
自
動
的
に
事
態
が
進
行
す
る
情
況
が
感
じ
と
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
述
語
を
構
成
す
る
末
尾
の
助
動
詞
「
む
」
は
推
量
の
意
を
担
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
極
め
て
稀
な
用
例
で
あ
る
。

　
　
　

五
、
第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解

　

第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
会
話
文
の
な
か
の
疑

問
表
現
、
さ
ら
に
絞
っ
て
い
え
ば
、
問
い
の
表
現
に
し
か
現
れ
え
な
い
で
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あ
ろ
う
と
予
見
さ
れ
た
。
そ
う
気
づ
か
さ
れ
て
、
対
話
場
面
に
お
い
て
第

二
人
称
に
相
当
す
る
人
物
に
向
け
て
の
問
い
の
表
現
を
追
い
か
け
た
が
、

容
易
に
は
出
会
え
な
か
っ
た
。

　

⑽�

夜
さ
へ
更
け
ぬ
れ
ば
、
い
と
と
く
明
け
過
ぎ
ぬ
。「
い
か
で
か

〈〔
汝ナ
レ

ハ
〕
出い

で
む
〉
と
す
る
。
人
静
か
な
り
や
」
な
ど
い
ひ
臥ふ

し

た
ま
へ
る
ほ
ど
に
…
。（
落
窪
・
一
・〔
二
六
〕
（（
ペ
）

　

右
近
の
少
将
道
順
は
悲
し
い
境
遇
の
落
窪
の
姫
君
に
憧
れ
、
契
り
を
結

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
中
納
言
や
北
の
方
た
ち
の
一
家
が
石
山
詣

で
で
不
在
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
て
、
少
将
は
、
こ
の
継
母
一
家
の
邸
か

ら
ど
う
し
た
ら
姫
君
を
連
れ
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
考
え
て
、「
い
か

で
か
出
で
む
と
す
る
。」
と
問
い
か
け
た
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
実
は
、

心
内
文
を
〈　

〉
で
示
す
表
記
法
は
、
使
用
テ
キ
ス
ト
の
校
注
・
訳
者（
（1
（

の

独
創
で
あ
り
、
筆
者
も
た
ま
た
ま
長
く
、
そ
う
表
記
し
て
き
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
使
用
テ
キ
ス
ト
は
〈
い
か
で
か
出
で
む
〉
と

す
る
。」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。「
い
か
で

か
」
を
受
け
て
、「
と
す
」
の
「
す
」
が
連
体
形
「
す
る
」
と
な
っ
て
応

じ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

現
代
人
は
右
の
「
い
か
で
か
〈〔
汝ナ
レ

ハ
〕
出い

で
む
〉
と
す
る
。」
に
つ

い
て
も
、〈
ど
の
よ
う
に
し
て
〔
あ
な
た
は
〕〔
こ
の
邸
か
ら
〕
抜
け
出
よ

う
と
す
る
の
か
。〉
な
ど
第
二
人
称
主
体
の
意
志
と
読
み
と
っ
て
し
ま
う

向
き
も
あ
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
当
代
の
第
二
人
称
主
体
の
述
語
を

構
成
す
る
助
動
詞
「
む
」
は
、
勧
誘
・
適
当
の
意
と
読
み
と
ら
れ
て
い
て
、

ど
の
学
習
参
考
書
に
も
見
ら
れ
る
ほ
ど
に
、確
か
な
事
実
で
あ
る
。い
ま
、

第
二
人
称
主
体
の「
む
」文
末
文
を
問
い
の
文
の
な
か
に
融
合
さ
せ
る
と
、

そ
の
、「
む
」
に
、
勧
誘
の
意
は
消
滅
す
る
が
、
適
当
の
意
は
残
存
さ
せ

え
よ
う
。訳
出
を
試
み
る
な
ら
ば
、〈
ど
の
よ
う
に
し
て〔
ア
ナ
タ
ハ
〕（
こ

の
邸
か
ら
）
抜
け
出
る
の
が
適
当
だ
と
感
じ
ら
れ
る
か
。〉
ぐ
ら
い
と
な

ろ
う
か
。
そ
の
適
当
は
、
推
量
か
意
志
か
と
い
え
ば
推
量
で
、
そ
の
推
量

は
可
能
の
意
を
添
え
て
い
て
、〈
ど
の
よ
う
に
し
て
〔
あ
な
た
は
〕〔
こ
の

邸
か
ら
〕
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
感
じ
と
れ
て
い
る
か
。〉

あ
た
り
が
こ
の
場
面
に
相
応
し
た
読
解
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
限
ら
れ
た

一
用
例
を
も
っ
て
類
型
と
い
う
に
は
当
た
ら
な
い
が
、整
理
の
都
合
か
ら
、

「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
第
Ⅳ
類
型
と
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

４
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅳ
類
型

　

○�
「
不
定
語
＋〈〔
第
二
人
称
主
体
〕…
動
詞
＋
む（
＝
可
能
＋
推
量
）〉

と
す
る
（
＝
連
語
連
体
形
）」（
会
話
文
）

　
　

�

対
話
者
に
向
け
て
の
会
話
文
の
な
か
に
用
い
ら
れ
た
問
い
の
文
の
な

か
に
限
っ
て
現
れ
る
。
不
定
語
に
応
じ
る
結
び
が
、「
と
す
」
の
「
す
」
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の
連
体
形
「
す
る
」
と
な
っ
て
現
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
「
む
と

す
」
は
上
接
動
詞
だ
け
を
受
け
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、

第
二
人
称
主
体
は
常
に
想
定
し
て
判
断
さ
れ
る
。

　

そ
の
、極
め
て
稀
に
し
か
用
例
を
見
せ
な
い
第
二
人
称
主
体
の「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
で
あ
る
の
に
、
次
の
一
用
例
は
、
問
い
の
係
助
詞
「
や
」
を

用
い
た
問
い
の
表
現
の
な
か
で
、
そ
の
「
む
」
が
意
志
と
読
み
と
れ
る
用

例
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

⑾�

〔
中
納
言
ハ
〕
帰
り
た
ま
ひ
て
、
北
の
方
に
、
衛
門
督
の
の
た
ま
へ

る
こ
と
ど
も
、
片か
た

端は
し

よ
り
、「
典て
ん
や
く
の
す
け

薬
助
に
は
、
ま
こ
と
に
や
、

〈〔
汝ナ
レ

ハ
〕
あ
は
せ
む
〉
と
し
た
ま
ひ
し
。
…
」
と
の
た
ま
へ
ば
…
。

（
落
窪
・
三
・〔
二
一
〕
2（（
ぺ
）

　

自
邸
に
帰
っ
た
中
納
言
が
、
道
順
衛
門
の
督
か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
な
ど

を
次
々
と
語
っ
て
、「
落
窪
の
姫
を
、
典
薬
の
助
に
、〈〔
ア
ナ
タ
＝
北
ノ

方
ガ
〕
結
婚
さ
せ
よ
う
〉
と
な
さ
っ
た
の
か
。」
と
問
う
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
当
面
、
該
当
用
例
は
こ
の
一
用
例
な
の
だ
が
、
こ
の
用
例
に
つ

い
て
も
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅴ
類
型
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
っ
た
。
な
お
、〈
あ
は
せ
む
〉
の
「
せ
（
→
す
）」
は
、
一
般
に
は
使

役
の
助
動
詞
で
あ
る
が
、
辞
か
ら
は
除
外
す
る
ほ
う
が
よ
い
助
動
詞（
（1
（

で

あ
っ
て
、「
あ
は
せ
」
を
一
単
語
動
詞
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
お
く
こ

と
と
す
る
。

　

５
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅴ
類
型

　
　

�「
○
○
や
＋
〈〔
第
二
人
称
主
体
〕
…
動
詞
＋
む
（
＝
意
志
）〉
＋
と

す
る
（
連
語
連
体
形
）」（
会
話
文
）

　
　

�

第
二
人
称
人
物
と
の
対
話
の
な
か
で
、
そ
の
対
話
者
で
あ
る
第
二
人

称
人
物
の
意
志
を
問
う
問
い
の
表
現
を
構
成
し
て
い
る
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
で
あ
る
。
本
来
、
第
二
人
称
主
体
「
む
」
文
末
文
の
「
む
」

に
意
志
の
意
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
「
む
」
が
意
志
の
意
を

担
う
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
か
、
明
確
に
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
特

殊
な
情
況
の
場
面
に
現
れ
た
。
そ
の
発
言
者
は
、
夢
の
な
か
に
現
れ
た
、

高
貴
な
女に
ょ
し
ょ
う性
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

⑿�

〈
見
つ
け
て
、
う
ち
笑ゑ

み
て
、「
そ
こ
は
内う

ち裏
に
こ
そ
《
あ
ら
む
》
と

す
れ
。
博は
か
せ士
の
命み
や
う
ぶ婦
を
こ
そ
よ
く
か
た
ら
は
め
」
と
の
た
ま
ふ
〉
と

思
ひ
て
、
う
れ
し
く
頼
も
し
く
て
、
…
。（
更
級
・〔
二
七
〕・
（（（
ペ
）

　

そ
の
高
貴
な
女
性
は
、
筆
者
・
菅
原
孝
標
の
女
が
山や
ま
の
べ辺

の
寺
に
泊
ま
っ
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た
夜
の
夢
に
現
れ
た
。
孝
標
の
女
が
、
夢
の
な
か
で
、
そ
の
女
性
の
と
こ

ろ
に
参
上
す
る
と
、そ
の
女
性
は
孝
標
の
女
を
見
つ
け
て
、に
っ
こ
り
笑
っ

て
、「
何
し
に
お
い
で
に
な
っ
た
の
か
。」
と
お
尋
ね
に
な
る
。
そ
こ
で
、

「
ど
う
し
て
〔
こ
ち
ら
へ
〕
参
上
し
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か
。」
と
申
し
上

げ
る
と
、「
そ
こ
は
内
裏
に
こ
そ
あ
ら
む
と
す
れ
。」と
い
う
お
言
葉
が
あ
っ

た
。
続
け
て
、「
博
士
の
命
婦
に
よ
く
相
談
な
さ
っ
た
ら
よ
い
。」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
目
が
覚
め
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
大
き

な
心
内
文
を
〈　

〉
で
示
し
、「
あ
ら
む
」
は
、
そ
の
な
か
の
会
話
文
の

な
か
の
心
内
文
な
の
で
《　

》
を
用
い
て
示
す
こ
と
と
し
た
。

　
「
そ
こ
」
は
そ
の
女
性
と
の
対
話
者
と
し
て
の
菅
原
孝
標
の
女
を
指
し

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
文
は
、
第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〈
そ
な
た
は
、
宮
中
に
上
が
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
〉
と
い
う
、
お
告
げ
の
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
文
を

「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
留
意
し
て
、
い
ま
一
度
、
現
代
語
訳
し
て
み
る

と
〈
あ
な
た
は
、
宮
中
に
こ
そ
、
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
感
じ

て
い
る
よ
。〉
と
読
み
と
れ
る
。
極
め
て
特
殊
な
神
託
と
い
っ
て
よ
い
言

葉
だ
が
、と
に
か
く
、そ
の「
内
裏
に
こ
そ〈
あ
ら
む
〉と
す
れ
。」の「〈
あ

ら
む
〉」
は
〈
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
い
う
神
の
預
言
で
あ
る
。

「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅳ
・
Ⅴ
類
型
以
上
に
特
殊
で
あ
る
が
、
そ
の
用

例
が
存
在
す
る
以
上
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅵ
類
型
と
し
て
位
置
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

６
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅵ
類
型

　

○
「〈
第
二
人
称
主
体
…
動
詞
＋
む
（
＝
推
量
）〉
と
す
（
＝
自
動
詞
）。」

　

第
二
人
称
主
体
の
述
語
が
連
語
「
む
と
す
」
を
伴
っ
て
い
る
文
は
、
対

話
し
て
い
る
会
話
文
の
な
か
で
、
対
話
者
に
向
け
て
、〈
あ
な
た
は
…
に

な
る
で
あ
ろ
う
。〉
と
い
う
預
言
と
も
い
え
る
予
告
表
現
と
な
る
と
こ
ろ

か
ら
、
そ
の
「
む
」
は
推
量
の
意
に
限
ら
れ
る
。

　
　
　

六
、
第
三
人
称
人
物
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
読
解

　

第
三
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」、
表
現
に
は
、
そ
の
主
体
が
無
意

志
物
主
体
で
あ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
既
に
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
第
Ⅰ
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
て
い
る
の
で
、
本
章
に
お
い
て

は
、
そ
の
主
体
が
人
間
お
よ
び
人
間
に
準
じ
る
も
の
を
対
象
と
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。そ
の
よ
う
に
限
っ
て
も
、こ
の
第
三
人
称
主
体
の「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
用
例
は
、
物
語
作
品
に
も
随
筆
・
日
記
作
品
に
も
、
地
の

文
に
も
書
簡
文
に
も
会
話
文
に
も
現
れ
る
こ
と
が
前
も
っ
て
見
え
て
く
る
。

　

⒀�

…
、
国
の
守か
み

、
斎い
つ
き

の
宮み
や

の
頭か
み

か
け
た
る
、
狩か
り

の
使つ
か
ひ

あ
り
と
聞
き
て
、

夜よ

ひ
と
夜よ

、
酒
飲
み
し
け
れ
ば
、〔
狩
ノ
使
ノ
昔
男
ハ
〕〔
伊
勢
ノ
斎
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宮
ノ
女
性
ニ
〕
も
は
ら
あ
ひ
ご
と
も
え
せ
で
、［
伊
勢
ノ
斎
宮
ノ
女

性
ニ
〕〈
明
け
ば
〔
狩
ノ
使
ノ
昔
男
ハ
〕
尾を

張は
り

の
国
へ
た
ち
な
む
〉

と
す
れ
ば
、
男
も
人
知
れ
ず
、
血
の
涙
を
流
せ
ど
、
え
あ
は
ず
。

（
伊
勢
・
六
十
九
・
狩
の
使
・
1（（
ペ
）

　

伊
勢
の
国
守
兼
斎さ
い

宮ぐ
う

寮り
ょ
う

の
頭か
み

は
、
勅
使
と
し
て
の
昔
男
が
見
え
た
の

で
、
宴
会
を
催
す
こ
と
に
な
り
、
昔
男
と
斎
宮
と
は
、
密
会
の
機
会
を
失

う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
、
斎
宮
は
、
一
夜
明
け
た
ら
ど
う
な
る
か

を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
る
。〈
夜
が
明
け
た
ら
、
間
違
い
な
く
尾
張
の
国

へ
出
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〉と
感
じ
ら
れ
た
の
で
、昔
男
も
こ
っ

そ
り
血
の
涙
を
流
す
が
逢
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

⒁�

類た
ぐ
ひ

な
く
め
で
た
く
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
ゆ
る
さ
じ
と
す
」
と

て
〈
率ゐ

て
お
は
し
ま
さ
む
〉
と
す
る
に
、
か
ぐ
や
姫
答
へ
て
奏
す
、

（
竹
取
・〔
一
七
〕・
（1
ペ
）

　

か
ぐ
や
姫
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
、
帝
が
姫
を
連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
、
地
の
文
に
見
る
用
例
で
あ
る
。〈
連
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
姫
は
、
以
下
の
よ
う
に

お
答
え
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
率
て
行
か
む
」
で
は
な
く
、「
率
て

お
は
し
ま
さ
む
」
と
い
う
尊
敬
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ

の
「
む
」
は
、
帝
の
ご
意
志
で
は
な
い
と
読
み
と
り
た
い
。
自
敬
表
現
で

な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
稿
第
八
章
の
問
題
点
に
含
め
て
、
続
稿
で
触

れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
。

　

⒂�

こ
も
り
と
い
ふ
者
の
築つ
い

地ぢ

の
ほ
ど
に
廂ひ
さ
し

さ
し
て
ゐ
た
る
を
、
縁え
ん

の

も
と
近
く
呼
び
寄
せ
て
、「
こ
の
雪
の
山
い
み
じ
う
ま
も
り
て
、
童わ
ら
は

べ
な
ど
踏
み
散
ら
さ
せ
ず
こ
ぼ
た
せ
で
、
よ
く
ま
も
り
て
十
五
日
ま

で
候さ
ぶ
ら

へ
。〈
そ
の
十
五
日
ま
で
あ
ら
ば
、
め
で
た
き
禄ろ
く

給
は
せ
む
〉

と
す
。
…
」
な
ど
語
ら
ひ
て
、
…
。（
枕
・
八
十
三
・
職
の
御
曹
司

に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
・
1（1
ペ
）

　

庭
木
番
を
呼
び
寄
せ
て
、こ
の
雪
山
を
十
五
日
ま
で
壊
さ
せ
な
い
よ
う
、

清
少
納
言
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。〈
そ
の
十
五
日
ま
で
、
こ
の

雪
山
が
残
っ
て
い
た
ら
、〔
中
宮
様
が
〕
す
ば
ら
し
い
ご
褒
美
を
お
下
し

に
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
、〔
清
少
納
言
が
〕
感
じ
て
い
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

⒃�
皇み

こ子
は
、
か
く
て
も
い
と
ご
覧
ぜ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
か
か
る
ほ
ど
に

さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
例れ
い

な
き
こ
と
な
れ
ば
、〈〔
第
二
皇
子
ハ
〕
ま
か
で
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た
ま
ひ
な
む
〉
と
す
。（
源
氏
・
一
・
桐
壺
・〔
五
〕
2（
ペ
）

　

桐
壺
の
更
衣
は
亡
く
な
り
、後
に
光
源
氏
と
呼
ば
れ
る
皇
子
も
、ち
ょ
っ

と
成
長
な
さ
っ
た
。帝
は
、こ
ん
な
な
か
で
も
、そ
の
皇
子
を
ご
覧
に
な
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
り
た
い
の
だ
が
、
母
の
喪
中
に
、
そ
の
ま
ま
宮
中
に
お
と

ど
ま
り
に
な
る
例
は
な
い
こ
と
な
の
で
、
皇
子
は
、
母
・
更
衣
の
里
邸
に

退
出
な
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。〈〔
第
二
皇
子
は
、
母
・
更
衣
の
里
邸
に
〕

間
違
い
な
く
退
出
な
さ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
、
と
、

こ
こ
は
、
そ
の
情
況
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

⒄�

少
弐
、〈
任
果
て
て
上
り
な
む
〉
と
す
る
に
、
遥
け
き
ほ
ど
に
、
…
、

す
が
す
が
し
く
も
出
で
立
た
ぬ
ほ
ど
に
、〈
重
き
病や
ま
ひ

し
て
、
死
な
む
〉

と
す
る
心
地
に
も
、
こ
の
君
の
十と
を

ば
か
り
に
も
な
り
た
ま
へ
る
さ
ま

の
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
を
か
し
げ
な
る
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
…
。

（
源
氏
・
三
・
玉
鬘
・〔
二
〕・
（1
ペ
）

　

乳
母
の
夫
・
少
弐
一
家
と
筑
紫
に
下
っ
た
玉
鬘
も
成
長
、
少
弐
も
任
期

満
了
と
な
っ
た
が
、
帰
京
の
段
取
り
も
進
ま
な
い
う
ち
に
、〈
重
い
病
気

に
か
か
っ
て
、
死
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
、
そ
ん
な
気

持
ち
で
も
、
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
自
死
な
ど
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
冒
頭
の
「
任
は
て
て
上
り
な
む
と
す
る
に
、
」
の
「
む
」
も
、

微
妙
で
は
あ
る
が
、
推
量
に
解
し
た
ほ
う
が
穏
や
か
で
あ
る
。
現
代
人
は

意
志
と
解
し
た
い
「
む
」
で
あ
ろ
う
が
、〈
任
期
が
終
わ
っ
て
間
違
い
な

く
上
京
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
の
に
、
と
見
え
て
く

る
。
該
当
用
例
の
最
も
多
い
、
こ
の
一
群
は
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第

Ⅶ
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

７
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅶ
類
型

　

○
〈
第
三
人
称
人
物
主
体
…
む
（
＝
推
量
）〉
と
す
（
＝
自
動
詞
）

　
　

�

物
語
作
品
に
も
随
筆
・
日
記
作
品
に
も
、
地
の
文
に
も
会
話
文
に
も

随
所
に
見
ら
れ
る
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
、
情
況
の
描
写
に
採

用
さ
れ
た
表
現
形
式
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
の
一
部
は
、
事

態
の
進
行
を
表
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

読
み
分
け
は
難
し
い
。
ま
た
、
現
代
人
は
、
そ
の
「
む
」
を
意
志
と

見
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
誤
読
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。

　

そ
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅴ
類
型
に
は
、
そ
の
よ
う
に
誤
読
さ

れ
た
訳
書
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
誤
訳
に
誘

う
古
典
語
文
の
用
例
が
あ
っ
た
か
ら
か
、
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

⒅�

ま
た
十か
み
な
づ
き月
ば
か
り
に
、「
そ
れ
は
し
も
、
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
あ
り
」
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と
て
、〔
夫
・
兼
家
＝
カ
レ
〕〈
出
で
む
〉
と
す
る
に
、
時し
ぐ
れ雨
と
い

ふ
ば
か
り
に
も
あ
ら
ず
、あ
や
に
く
に
あ
る
に
な
ほ〔
夫
・
兼
家
ハ
〕

〈〔
ワ
レ
〕
出
で
む
〉
と
す
。（
蜻
蛉
・
上
・〔
一
〇
〕・
11（
ペ
）

　

夫
・
兼
家
が
放
っ
て
お
け
な
い
用
事
が
あ
っ
て
、〈
出
か
け
る
で
あ
ろ
う
〉

と
思
わ
れ
た
時
に
、あ
い
に
く
雨
が
降
っ
て
き
た
が
、そ
れ
で
も
や
は
り
、

〈
出
か
け
る
で
あ
ろ
う
〉
と
思
え
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
ま
ず
、
読

み
と
っ
て
、
い
ま
一
度
、
再
読
す
る
と
、
後
用
例
は
「
な
ほ
」
の
〈
そ
れ

で
も
〉
と
い
う
逆
接
性
か
ら
、
以
下
が
夫
・
兼
家
の
意
志
表
現
と
見
え
て

き
て
、
夫
・
兼
家
は
、〈〔
私
は
〕
出
か
け
よ
う
〉
と
そ
の
し
ぐ
さ
を
見
せ

た
、
と
読
め
て
も
く
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
読
め
て
し
ま
う
と
、
前
用
例

に
つ
い
て
も
、
そ
う
読
め
な
く
も
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
よ
う
で
も
あ

る
。
た
だ
、
他
者
の
意
志
を
直
ち
に
表
現
し
え
た
か
ど
う
か
、
そ
の
読
解

に
、
な
お
躊
躇
し
て
い
る
。

　

⒆�

…
御
直
衣
、
引
き
掛
け
て
参
ら
せ
た
る
、
御
ひ
も
、
さ
さ
ん
と
お
ぼ

し
め
し
た
る
な
め
り
、〔
帝
ハ
〕〈〔
ワ
レ
〕
さ
さ
ん
〉
と
せ
さ
せ
た

ま
へ
ど
、御
手
も
は
れ
に
た
れ
ば
え
せ
さ
せ
た
ま
は
ぬ
見
る
心
地
ぞ
、

目
も
く
れ
て
、
は
か
ば
か
し
う
見
え
ぬ
。

（
讃
岐
・
上
・〔
一
五
〕・
（11
ペ
）

　

堀
河
天
皇
が
戒
を
お
受
け
に
な
る
場
面
で
、
直
衣
の
襟
に
あ
る
紐
で
、

左
の
結
び
玉
を
右
の
輪
に
さ
し
入
れ
て
止
め
よ
う
と
お
思
い
に
な
っ
た
よ

う
で
、
そ
こ
で
、
天
皇
が
〈
み
ず
か
ら
さ
し
入
れ
よ
う
〉
と
な
さ
っ
た
け

れ
ど
も
、
お
手
も
浮む

く腫
ん
で
い
て
、
お
で
き
に
な
ら
な
か
っ
た
と
、
讃
岐

典
侍
が
記
録
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」
の
「
す
」
を
未

然
形
「
せ
」
に
し
て
二
重
敬
語
「
さ
せ
た
ま
ふ
」
を
添
え
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
は
、
そ
の
、「
せ
（
→
す
）」
に
、
具
体
的
な
動
作
性
が
読
み
と
れ
て

く
る
。
す
る
と
、〈
さ
さ
ん
〉
が
〈〔
ワ
レ
〕
さ
さ
ん
〉
と
い
う
帝
の
意
志

と
い
う
表
現
か
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
第
Ⅷ
類
型
を
認
め
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

８
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅷ
類
型

　

○�

〔
第
三
人
称
人
物
主
体
〕〈〔
ワ
レ
〕
…
む
（
＝
意
志
）〉
と
す
（
＝

他
動
詞
）

　
　

�

第
三
人
称
人
物
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
と
し
て
は
、
限
ら

れ
た
一
部
で
、
そ
の
「
む
」
に
そ
の
主
体
人
物
の
意
志
が
読
み
と
れ

る
も
の
を
特
定
し
た
。
そ
の
「
む
」
の
意
志
に
沿
っ
て
「
す
」
が
他

動
詞
と
し
て
具
体
的
動
作
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
て
く
る
。

　

以
上
、
三
・
四
・
五
・
六
の
四
章
を
も
っ
て
、
主
体
の
人
称
と
意
志
の
有

無
と
か
ら
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
分
析
を
終
了
す
る
。



― （（ ― 「〈…む〉とす」表現の読解と問題点
　
　
　

七
、�
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
読
解
の

問
題
点

　

小
稿
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
は
、

そ
の
殆
ど
を
主
体
の
意
志
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
現
代
語
訳
が
行
わ
れ

て
い
る
事
例
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て
、
論
述
を
展
開

し
て
き
た
。
そ
し
て
、
第
Ⅷ
類
型
を
設
け
た
よ
う
に
、
そ
の
「
む
」
を
意

志
と
し
て
読
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
用
例
も
存
在
し
た
。
し
か
し
、
第

三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
、
当
初
か
ら
意

志
の
意
を
担
っ
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
小
稿
の
契
機
と
な
っ

た
猫
ま
た
の
「
頸
の
ほ
ど
食
は
ん
と
す
。」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
検

討
の
対
象
と
し
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
の
適
切
な

理
解
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
森
田
良
行
・
松
木
正

惠
著『
日
本
語
表
現
文
型
』（
ア
ル
ク
・
一
九
八
九
年
）に
い
う
複
合
辞「
…

（
よ
）
う
と
す
る
」
の
ど
の
用
法
に
結
び
つ
く
「〈
…
む
〉
と
す
」
か
が
認

識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
に
も
読
み

分
け
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
人
称
主
体
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
第
Ⅴ
類
型
も
、
第
二
人
称

人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
意
志
の
意
を
担
う
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
当
初
か
ら
そ
の
「
む
」
に
意
志
の
意
を
担

わ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
上
が
、
解
明
で
き
て
い
な
い
問
題
点
の
そ
の
一
で
あ
る
。

　
　
　

八
、�「〈
ま
か
で
た
ま
ひ
な
む
〉と
す
」と「〈
ま
か
で
な
む
〉と

し
た
ま
ふ
」
と
の
両
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
す
る
問
題
点

　

小
稿
の
用
例
⒃
に
は
、
第
二
皇
子
の
宮
中
か
ら
の
ご
退
出
の
描
写
と
し

て
「〈
ま
か
で
た
ま
ひ
な
む
〉
と
す
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
た
。
と
こ

ろ
が
、
桐
壺
の
巻
の
、
そ
の
少
し
前
に
、
体
調
を
崩
し
た
母
・
御
息
所
の

退
出
に
向
け
て
の
動
き
が
見
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に

は
「〈
ま
か
で
な
む
〉
と
し
た
ま
ふ
」
と
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

○�

そ
の
年
の
夏
、御
息
所
、は
か
な
き
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、〔
御
息
所
〕

〈
ま
か
で
な
む
〉と
し
た
ま
ふ
を
、暇い
と
ま

さ
ら
に
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
。

（
源
氏
・
一
・
桐
壺
・〔
五
〕
2（
ペ
）

　

こ
の
両
表
現
に
つ
い
て
、
先
師
・
今
泉
忠
義
は
、
そ
の
遺
著
『
源
氏
物

語
語
法
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
二
年（
（1
（

）
に
以
下
の
よ
う
に
お
書
き
遺
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し
で
あ
る
。

　

い
ま
、
筆
者
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
機

能
の
相
違
が
も
た
ら
し
た
現
象
と
解
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

以
上
が
解
明
で
き
て
い
な
い
問
題
点
の
そ
の
二
で
あ
る
。

注（
1
）�

時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』（
至
文
堂
・
昭
和
二
十
五
年
）。
同

書
、
単
元
二
一
「
と
」
の
用
法
（
120
ペ
ー
ジ
）。

（
2
）�

同
右
書
。
同
書
、
単
元
二
五
「
す
」（
サ
行
変
格
活
用
）
助
動
詞
的
用
法
（
1（（
ペ
ー

ジ
）。

（
（
）�

拙
稿
「
日
本
国
憲
法
に
現
れ
る
「
あ
る
」「
す
る
」「
な
る
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式

動
詞
性
に
つ
い
て
観
察
す
る
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
」
第
四
十
八

号
・
平
成
二
十
六
年
）。

（
（
）�

拙
稿
「『
古
事
記
』
訓
読
文
に
見
る
指
定
表
現
「
…
と
為
（
て
）」
な
ど
と
、
そ
れ

ら
に
関
連
す
る
表
現
」（
國
學
院
大
學「
国
語
研
究
」第
八
十
号
・
平
成
二
十
九
年
）。

（
（
）�

拙
稿
「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
―
十
五
の
観
察
視
点
―
」（「
國

學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
」
第
五
十
号
・
平
成
二
十
八
年
）
に
お
い
て
、『
万

葉
集
』歌
に「〈
…
む
〉と
す
」が
皆
無
で
あ
る
こ
と
も
確
認
、そ
の
後
、拙
稿「『
古

今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』歌
の
動
詞「
す
」

に
つ
い
て
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
」
第
五
十
一
号
・
平
成
二
十
九

年
）、
そ
れ
に
続
く
「『
金
葉
和
歌
集
』『
詞
花
和
歌
集
』『
千
載
和
歌
集
』『
新
古

今
和
歌
集
』
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學
紀
要
」

第
五
十
二
号
・
平
成
三
十
年
）、
さ
ら
に
、
拙
稿
「『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
見
る
「
…

と
す
」「
…
と
い
ふ
」「
…
と
思
ふ
」
の
陳
述
の
機
能
」（「
國
學
院
雑
誌
」
第

一
一
八
巻
五
号
・
平
成
二
十
九
年
）
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
…
と
す
」
を
追
跡
、

〈
以
下
略
〉
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観
察
し
て
き
て
い
る
。

（
（
）
拙
著
『
先
生
の
た
め
の
古
典
文
法
Ｑ
＆
Ａ
一
〇
〇
』（
右
文
書
院
。
平
成
五
年
）。

（
（
）�

水
野
左
千
夫
編
『
古
文
単
語
と
一
緒
に
学
ぶ
こ
れ
か
ら
の
古
文
文
法
』（
尚
文
出

版
株
式
会
社
・
二
〇
〇
八
年
初
版
の
重
版
）
の
古
典
文
法
編
（
（（
ペ
ー
ジ
）
に
、

そ
の
「
食
は
む
と
す
」
の
「
む
」
を
意
志
と
し
て
、
例
外
と
添
え
て
あ
る
。

（
（
）�

こ
の
「
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
」、
は
、
特
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、「
ま
う
で

な
む
と
し
け
れ
ど
」
と
し
て
読
み
と
ら
れ
て
い
る
。
最
近
著
『
続
先
生
の
た
め
の

古
典
文
法
Ｑ
＆
Ａ
一
〇
一
』（
右
文
書
院
・
平
成
二
十
八
年
）
の
Ａ
2（
に
お
い
て
、

軽
く
触
れ
て
あ
る
。

（
（
）�

拙
稿
「
万
葉
歌
の
構
文
―
主
語
・
述
語
緊
密
の
関
係
―
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第

一
一
一
巻
五
号
・
平
成
二
十
二
年
）
で
取
り
上
げ
た
主
語
・
述
語
緊
密
の
表
現
の

用
例
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
10
）�

築
島
裕
「
中
古
の
文
法
（
助
動
詞
「
む
ず
」）（
明
治
書
院
『
日
本
文
法
講
座
３
』

所
収
・
昭
和
三
十
二
年
）
の
な
か
で
、「
む
と
す
」
と
「
む
ず
」
と
は
伝
本
間
に

異
文
が
多
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、「
む
ず
」
は
「
む
」
の
連
用
形
「
み
」
を
想

定
し
て
、
そ
の
「
み
」
に
動
詞
「
す
」
が
付
い
た
も
の
か
と
見
て
い
た
こ
と
の
二

点
が
、
特
に
印
象
深
く
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

（
11
）�

最
も
近
い
段
階
と
し
て
、拙
稿「『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
（
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
學

紀
要
）」
第
五
十
一
号
・
平
成
二
十
九
年
）
第
二
章
第
十
六
節
（
四
六
ペ
ー
ジ
）

の
「
風
吹
か
む
と
す
」（
古
事
記
・
歌
謡
20
）
の
読
解
は
、「〈
風
吹
か
む
〉
と
す
」

に
戻
し
た
い
。

（
12
）�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
落
窪
物
語
』の
校
注
・
訳
者
は
三
谷
栄
一
・
三
谷
栄
一
・

三
谷
邦
彦
で
、そ
の
表
記
に
関
す
る
凡
例
の
９
で
、「
内
話
文
の
部
分
は〈　

〉《　

》

で
く
く
っ
た
。」
と
し
て
あ
る
。

（
1（
）�

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
四
十
六
年
）
の
第
二
編
各
論
第

三
章
文
法
論
二
の
ホ
（
辞
よ
り
除
外
す
べ
き
受
身
可
能
使
役
敬
譲
の
助
動
詞

（
二
七
八
ペ
ー
ジ
）。

（
1（
）�

先
師
・
今
泉
忠
義
遺
著
『
源
氏
物
語
語
法
篇
』（
手
書
き
原
稿
の
オ
フ
セ
ッ
ト
印

刷
／
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
二
年
）
の
22
ペ
ー
ジ
～
2（
ペ
ー
ジ
。


