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― 17 ― 想像焦点が移動する

想
像
焦
点
が
移
動
す
る

　
　
―
―
助
動
詞「
ら
む
」に
係
る「
新
説
」解
釈
法
批
判
の
類
型
整
理
と
松
尾
捨
治
郎
の
論
の
補
正
と
に
つ
い
て
―
―

色
川
大
輔

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　
『
古
今
和
歌
集
』の
八
四
番
歌（『
新
編
国
歌
大
観
』番
号
。以
下
、「
八
四

番
歌
」
と
い
う
）
に
使
用
さ
れ
た
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
、
か
つ
て

「
新
説
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
の
あ
る
解
釈
法
が
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
行

わ
れ
て
き
た
「
何
と
て
」
な
ど
と
疑
問
副
詞
句
を
補
い
、
原
因
・
理
由
を

疑
問
の
対
象
と
す
る
不
定
疑
問
文
と
し
て
解
釈
す
る
「
旧
説
」
に
対
し
、

八
四
番
歌
に
つ
い
て
、
文
中
「
静
心
無
く
」
に
推
量
の
焦
点
が
あ
る
と
主

張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
参
考
文
献

一
四
）
や
松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

（
参
考
文
献
一
二
）
等
が
提
出
し
た
と
さ
れ
る
解
釈
法
で
あ
る
。

三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』

　
　

�

此
の
ら
む
は
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
及
ぶ
ま
じ
。（
二
七
五
頁
）

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

　
　

何
れ
も
「　

」
が
不
明
な
の
で
あ
る
。（
一
八
八
頁
）

　
　

�

久
方
の　

光
の
ど
け
き　

春
の
日
に
「
静
心
な
く
」
花
の
散
る
ら
む
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（
一
八
八
頁
）

　
「
新
説
」
と
は
、
疑
問
副
詞
句
を
補
う
解
釈
を
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語

法
と
し
て
否
定
し
、
文
中
に
助
動
詞
「
ら
む
」
の
推
量
の
焦
点
を
必
ず
求

め
よ
う
と
す
る
解
釈
法
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
、
新
規
の
解
釈
法
を
主

張
す
る
語
法
説
と
し
て
、語
法
学
史
上
、一
時
期
論
議
の
対
象
に
な
っ
た
。

こ
の
論
議
の
跡
を
辿
る
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

右
に
「
論
議
」
と
言
っ
た
が
、「
新
説
」
に
は
、
様
々
な
学
史
上
の
論

点
と
異
な
り
、「
論
争
」
に
な
っ
た
経
過
が
見
え
な
い
。
ま
た
、
否
定
の

た
め
の
論
点
を
整
理
し
た
論
考
も
稀
で
あ
る
。
批
判
に
つ
い
て
言
え
ば
、

殆
ど
総
て
が
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
に
つ
い
て
の
研
究
の
一
環
と
し

て
「
新
説
」
に
言
及
し
、
批
判
の
上
で
こ
れ
を
採
ら
な
い
処
理
を
す
る
た

め
の
批
判
で
あ
る
。
否
定
、
或
い
は
や
や
微
温
的
に
言
っ
て
も
疑
念
や
違

和
感
を
表
明
し
、
退
け
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
善
し
悪
し
で
は
な
く
看

取
出
来
る
事
実
と
し
て
、
ほ
ぼ
一
方
通
行
の
歴
史
で
あ
る
。

　
「
新
説
」
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
批
判
に
対
応
す
る
者
が
殆
ど
無
く
、

論
を
戦
わ
せ
る
こ
と
が
無
い
た
め
、
議
論
に
は
な
ら
ず
、
よ
っ
て
論
争
に

は
な
ら
な
か
っ
た
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。「
新
説
」
と
批
判
説
は
、

時
期
的
に
没
交
渉
な
の
で
あ
る
。
奇
妙
な
話
に
聞
こ
え
る
も
の
だ
が
、
学

史
の
展
開
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う
に
評
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
な
り
の

早
期
に
、「
新
説
」
の
解
釈
法
で
は
解
釈
困
難
な
例
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ

と
が
、
学
史
を
決
定
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

今
日
で
は
「
新
説
」
を
史
的
に
顧
み
る
者
は
あ
る
と
し
て
も
、
一
つ
の

有
効
な
解
釈
説
と
し
て
取
り
上
げ
る
者
は
ほ
ぼ
跡
を
絶
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
に
「
論
争
」
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
の
無
か
っ

た
こ
と
が
或
る
意
味
で
禍
し
、
筆
者
に
は
、「
新
説
」
が
何
故
妥
当
で
は

な
い
の
か
、
そ
の
理
由
が
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

判
然
と
し
な
い
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
言
う
と
、
筆
者
に
は
、
助
動

詞
「
ら
む
」
の
語
法
に
つ
い
て
、
諸
論
考
が
、
数
あ
る
学
説
の
中
で
「
新

説
」を
取
り
上
げ
る
の
は
よ
い
が
、各
者
各
様
に
限
ら
れ
た
批
判
に
よ
り
、

こ
れ
を
退
け
る
跡
を
見
る
ば
か
り
で
、
決
定
的
な
も
の
の
見
当
が
つ
か
な

い
の
で
あ
る
。

　
「
新
説
」
が
退
け
ら
れ
る
理
由
は
複
数
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
が

妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
は
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、「
論

争
」
と
呼
ぶ
に
値
す
る
ほ
ど
、「
新
説
」
の
側
に
立
っ
て
見
当
を
付
け
る

者
が
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
今
更
「
新
説
」
の
側
に
立
つ
な
ど

し
た
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
回
顧
の
必
要
を
感
じ
て
本
稿
を
起
こ
し

た
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
数
あ
る
批
判
説
を
類
従
し
、「
新
説
」
が
何
故
無
効

で
あ
る
か
、「
新
説
」
の
失
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
て
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初
め
て
、「
新
説
」
を
越
え
た
今
日
の
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
研
究
の

地
点
が
筆
者
に
も
把
握
出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
取
り
扱
っ
た
論
考
は
稿
末
の
「
整
理
文
献
一
覧
」
に
示
し
た
。

勿
論
管
見
の
及
ん
だ
範
囲
に
過
ぎ
ず
、分
類
も
固
よ
り
仮
の
も
の
で
あ
る
。

い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
判
ら
な
い
の
で
、
中
間
報
告
の
つ
も
り
で
、
こ

れ
ま
で
集
め
た
も
の
に
目
処
を
付
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

二
、「
新
説
」
の
今
日

　

昭
和
四
十
年
代
半
ば
に
は
既
に
た
だ
の
諸
説
列
挙
の
中
に
取
り
上
げ
る

だ
け
の
文
献
も
現
れ
て
い
る
。
整
理
文
献
一
二
（
以
下
、
稿
末
「
整
理
文

献
一
覧
」
に
挙
げ
る
文
献
に
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
に
一
覧
の
番
号
を
示

し
て
、
文
献
名
や
書
誌
事
項
の
表
示
に
代
え
る
こ
と
が
あ
る
）・

一
四
・
一
八
・
二
三
・
二
六
・
二
八
の
六
件
を
こ
れ
に
数
え
た
。

　

こ
う
し
た
ま
と
め
方
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、「
新
説
」
が
数
あ
る
諸

説
の
中
の
一
つ
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
旺
盛
な
批
判
や
他
の
論
点
が

多
く
出
さ
れ
、「
新
説
」
と
「
旧
説
」
と
の
対
立
構
造
を
脱
し
、「
新
説
」

が
突
出
し
て
注
目
す
べ
き
学
説
で
は
な
く
な
っ
て
初
め
て
現
れ
う
る
整
理

で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
今
日
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
形
で
考
慮
す

べ
き
必
要
も
認
め
な
い
こ
と
が
可
能
な
よ
う
で
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
示
す

も
の
も
あ
る
。

　

最
初
の
「
新
説
」
批
判
で
あ
る
松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法

入
門
』（
整
理
文
献
一
）
以
後
、
こ
う
し
た
整
理
の
出
始
め
る
ま
で
の
十

数
年
の
間
に
、
以
下
見
て
い
く
よ
う
に
「
新
説
」
を
め
ぐ
る
批
判
論
点
の

あ
ら
か
た
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
批
判
史
に
お
い
て
は
こ
の
時
期
が
多
く

の
論
者
の
検
討
を
集
め
た
重
要
な
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　

三
、「
新
説
」
に
呈
さ
れ
た
批
判
の
類
型
に
つ
い
て

　

管
見
に
及
ん
だ
「
新
説
」
批
判
の
文
献
は
二
五
件
あ
る
。
本
稿
で
は
、

「
新
説
」
が
加
え
ら
れ
た
批
判
論
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
三
種
六
類
に
分

類
し
て
み
た
。

①　

解
釈
法
の
観
点
か
ら
出
さ
れ
た
も
の

　

ア
、「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
例
が
あ
る
と
す
る
も
の

　

イ
、
解
釈
と
し
て
面
白
味
が
な
い
と
す
る
も
の

②　

助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
義
認
定
の
観
点
か
ら
出
さ
れ
た
も
の

　

ウ
、�

こ
の
類
の
助
動
詞
「
ら
む
」
は
推
量
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
な

い
こ
と
も
出
来
る
と
す
る
も
の

③　

構
文
法
の
観
点
か
ら
出
さ
れ
た
も
の

　

エ
、�

疑
問
副
詞
を
伴
っ
た
疑
問
文
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
文
構
造
を



國學院雜誌　第 119 巻第 12 号（2018年） ― 20 ―

有
し
て
い
る
と
す
る
も
の

　

オ
、�
文
中
当
該
箇
所
に
焦
点
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
根
拠
に
欠
け
る
と

す
る
も
の

　

カ
、�

助
動
詞
「
ら
む
」
の
焦
点
は
、
疑
問
副
詞
や
係
助
詞
な
ど
に
よ
ら

ず
に
表
示
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の

　

列
挙
す
る
論
考
に
つ
い
て
、
項
目
間
に
重
複
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
当

該
論
考
の
批
判
の
論
点
が
多
岐
に
わ
た
る
故
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
い
。

　

以
下
、
各
項
に
つ
い
て
、
具
体
に
見
て
い
く
。

ア
、「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
例
が
あ
る
と
す
る
も
の
（
一
七
件
）

　

整
理
文
献
一
・
三
・
七
・
八
・
九
・
一
一
・
一
三
・
一
五
・
一
六
・
一
七
・

一
九
・
二
〇
・
二
一
・
二
二
・
二
三
・
二
七
・
二
九
が
こ
の
項
に
分
類
し
た
も
の

で
あ
る
。

　

こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
色
川
大
輔
「
さ
れ
ば
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見

れ
ば
―
―
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
を
め
ぐ
る
批
判
史
覚
書
―
―
」（「
国

語
研
究
」
第
八
〇
号
、
平
成
二
九
年
三
月
）
で
、
同
じ
趣
旨
の
論
考
を
集

め
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
に
分
類
す
る
一
六
件
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
結

論
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
も
の
だ
が
、「
新
説
」
の
提
示
し
た
解
釈
法
に

難
が
あ
り
、「
新
説
」
の
解
釈
法
で
は
解
釈
出
来
な
い
例
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
こ
と
か
ら
、「
新
説
」
の
有
効
性
の
範
囲
を
批
判
す
る
こ
と
で

共
通
し
て
い
る
。
佐
伯
梅
友
が
活
発
に
稿
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
特
筆

さ
れ
る
。
代
表
例
と
し
て
、
管
見
で
最
初
に
提
示
さ
れ
た
も
の
を
掲
出
す

る
。

松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法
入
門
』（
整
理
文
献
一
）

　
　

�　

以
上
は
、
或
る
も
の
は
「
旧
」
の
方
が
よ
く
、
或
る
も
の
は
「
新
」

の
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
点
も
な
い
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く

「
旧
」「
新
」ど
ち
ら
か
一
方
で
で
も
解
釈
し
と
お
せ
る
例
で
あ
る
が
、

次
の
二
つ
の
歌
は
、「
新
」
説
で
は
解
釈
が
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
ど

う
し
て
も
し
ば
ら
く
は
「
旧
」
説
の
よ
う
な
意
味
に
従
っ
て
お
か
な

け
れ
ば
意
味
は
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。（
九
八
頁
）

そ
し
て
、
こ
の
批
判
に
は
既
に
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
妥
当
性
が

あ
る
。「
新
説
」
の
解
釈
法
を
採
用
し
た
と
さ
れ
る
解
釈
者
で
も
、
そ
れ

で
も
、
前
稿
で
松
尾
捨
治
郎
の
論
に
つ
い
て
述
べ
た
と
お
り
、「
新
説
」

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
学
説
の
把
握
に
、
誤
り
が
無
か
っ
た
か
と
疑
わ

れ
る
節
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
新
説
」
を
提
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
論

考
が
い
か
な
る
論
旨
を
提
出
し
た
の
か
、
一
度
顧
み
る
必
要
が
あ
る
。
し

か
し
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
、「
新
説
」
と
は
先
に
述
べ
た
如
き
も
の
で

あ
る
と
し
、
ま
た
、
右
に
述
べ
た
如
き
も
の
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
て
い
た
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と
考
え
て
、
以
下
の
論
を
進
め
て
い
く
。

　

な
お
、
学
史
上
、「
論
争
」
と
名
の
付
く
も
の
は
い
く
つ
も
あ
る
。
近

い
と
こ
ろ
で
も
、「
助
動
詞
「
な
り
」
論
争
」
や
、「『
日
本
書
紀
』
歌
謡

表
記
仮
名
原
音
論
争
」
な
ど
、
筆
者
で
も
い
く
つ
か
耳
に
し
た
こ
と
は
あ

る
。
し
か
し
、「
新
説
」
に
つ
い
て
は
、「「
新
説
」
論
争
」
と
か
「「
ら
む
」

論
争
」
な
ど
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
少
な
く

と
も
一
因
は
、
こ
の
批
判
が
早
期
に
出
さ
れ
、「「
新
」
説
で
は
解
釈
が
甚

だ
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
例
に
つ
い
て
、
お
お
か
た
の
納
得
を
得
た
こ
と

に
あ
る
だ
ろ
う
。
お
お
か
た
の
納
得
を
得
た
こ
と
は
、
こ
の
批
判
を
提
示

す
る
こ
と
で
「
新
説
」
を
退
け
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
見
れ
ば
、
ま
ず
肯

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

イ
、
解
釈
と
し
て
面
白
味
が
な
い
と
す
る
も
の
（
七
件
）

　

整
理
文
献
二
・
六
・
七
・
一
一
・
二
一
・
二
五
・
二
九
が
こ
の
項
に
分
類
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
二
十
年
代
か
ら
、「
ア
」
と
ほ
ぼ
同
時
に
現
れ
る
。
面
白
味
が
な

い
と
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、違
和
感
を
表
明
す
る
ば
か
り
の
も
の
も
あ
り
、

そ
の
意
義
の
気
色
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。「
新
説
」
に
よ
る
解
釈
結
果
の

落
ち
着
き
の
無
さ
に
違
和
感
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
項
目
は
、
中
が
「
新
説
」
の
提
示
し
た
解
釈
の
「
語
法
的
正
し
さ
」

の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
立
場
と
、
否
定
も
肯
定
も
せ
ず
、
解
釈
と
し
て

の
違
和
感
の
み
を
表
明
す
る
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。後
者
の
立
場
は
、「
ア
」

と
同
じ
く
、解
釈
文
法
の
第
一
人
者
と
さ
れ
た
佐
伯
梅
友
を
代
表
と
す
る
。

千
田
幸
夫
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
表
現
性
に
つ
い
て
」（
整
理
文
献
二
）

　
　

�　

私
に
は
未
だ
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
宣
長
以
来
の
「
な
ど
」
の
補

入
に
も
、
宣
長
を
訂
正
せ
ら
れ
た
松
尾
博
士
の
「
花
の
散
る
は
し
づ

心
な
く
や
あ
ら
む
」
と
す
る
解
釈
に
も
何
か
落
着
き
か
ね
る
思
ひ
が

残
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
な
ど
」
の
補
入
以
前
に
宣
長
の
い
ち
早

く
直
観
し
た
如
き
「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
ん
」
と
い
ふ
素
直
な
見
方

に
立
ち
も
ど
り
つ
つ
、
そ
こ
に
「
ら
む
」
の
第
二
次
の
変
質
を
認
め

た
く
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
為
に
は
疑
問
を
寓
す
る
「
ら
む
」

の
表
現
類
型
の
一
々
に
わ
た
つ
て
、
詳
か
に
考
察
す
る
こ
と
が
試
み

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。（
二
八
七
頁
）

宮
坂
和
江
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（
整
理
文
献
六
）

　
　

�　

と
こ
ろ
で
こ
の
新
旧
二
つ
の
口
訳
を
な
ら
べ
て
み
て
、
語
学
的
に

正
し
い
立
場
の
後
者
を
と
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
の
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
。そ
れ
は
、た
だ
花
の
散
る
条
件
を
あ
げ
た
だ
け
で
は
り
く
つ
っ

ぽ
く
、
ド
ウ
シ
テ
→
何
ダ
ッ
テ
マ
ア
の
も
つ
感
情
性
に
遠
く
及
ば
な
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い
。
ま
た
「
し
づ
心
な
く
」
は
、「
の
ど
け
き
」
に
対
応
し
、
落
花

の
さ
ま
の
ぴ
っ
た
り
と
し
た
形
容
と
思
わ
れ
る
の
に
、
後
者
で
は
こ

の
修
飾
被
修
飾
の
関
係
に
へ
ん
な
ひ
び

0

0

が
入
る
な
ど
の
理
由
が
考
え

ら
れ
る
。（
一
八
頁
）

佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（
整
理
文
献
七
）

　
　

�　
「
し
づ
心
な
く
」
散
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
見
る
の
も
、
自
然
で

は
な
か
ろ
う
。（
四
〇
頁
）

佐
伯
梅
友
「
は
さ
み
こ
み
」（
整
理
文
献
一
一
）

　
　

�　
「
な
ど
」
と
補
つ
て
解
す
の
が
正
当
だ
ろ
う
と
わ
た
く
し
は
考
え

て
い
る
。
こ
れ
に
は
反
対
説
も
あ
つ
て
、
花
の
散
る
の
は
、
し
づ
心

な
く
散
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
思
う
が
、
こ

の
歌
は
、
花
が
ど
う
し
て
散
る
の
だ
ろ
う
か
、
ど
ん
な
気
持
で
散
つ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
答
え
た
も
の
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
、「
な
ど
」
を
補
わ
な
い
で
解
こ
う
と
す
る
説
に
は

従
い
か
ね
る
の
で
あ
る
。（
三
一
頁
）

佐
伯
梅
友
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（
整
理
文
献
二
一
）

　
　

�　

こ
の
解
も
成
り
立
つ
と
は
思
い
ま
す
が
、古
今
集
の
歌
と
し
て
は
、

「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
か
な
」
と
率
直
に
詠
嘆
し
な
い
で
、
ど
う

し
て
し
づ
心
な
く
花
が
ち
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
も
う
ひ
と
つ
ひ

ね
っ
て
詠
嘆
す
る
当
時
の
好
み
の
型
の
表
現
だ
と
見
る
の
が
、
い
ち

ば
ん
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
は
、
捨
て
き
れ
ま
せ
ん
。

（
二
一
頁
）

堀
口
和
吉
「「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
考
」（
整
理
文
献
二
五
）

　
　

�　
「
静
心
な
く
」
を
「
散
る
」
の
原
因
と
解
し
て
は
「
ゆ
る
や
か
に

流
れ
行
く
し
ら
べ
の
波
」
が
な
お
い
っ
そ
う
崩
れ
去
る
と
思
い
知
ら

さ
れ
、
必
ず
や
第
三
の
解
が
あ
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

（
七
九
頁
）

山
田
潔
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
考
」（
整
理
文
献
二
九
）

　
　

�　

率
直
の
と
こ
ろ
、
こ
の
歌
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
い
か
に

も
理
屈
張
っ
た
も
の
と
な
る
。
し
か
も
そ
の
理
屈
も
平
凡
で
、
あ
ま

り
面
白
く
な
い
の
で
あ
る
。（
二
九
頁
）

ウ
、�

こ
の
類
の
助
動
詞
「
ら
む
」
は
推
量
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
な
い

こ
と
も
出
来
る
と
す
る
も
の
（
三
件
）

　

整
理
文
献
五
・
二
九
・
三
〇
が
こ
の
項
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
種
の
も
の
は
ほ
ん
の
少
し
遅
れ
て
昭
和
三
十
年
代
初
頭
か
ら
現
れ

て
い
る
。

　
「
新
説
」
を
批
判
す
る
論
旨
の
中
で
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
婉
曲
、

反
実
仮
想
、
訝
念
、
驚
き
、
詠
嘆
の
よ
う
な
も
の
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
立
場
に
立
つ
論
考
は
、「
新
説
」
の
妥
当
性
へ
の
批
判
そ
の
も
の
は

あ
ま
り
鋭
く
行
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
。

　
「
新
説
」
と
「
旧
説
」
と
の
対
立
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
味
規
定

を
「
現
在
推
量
」
に
限
定
す
る
こ
と
で
先
鋭
化
す
る
も
の
な
の
で
、
そ
も

そ
も
違
う
意
味
概
念
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
の
対
立
は
お
ろ
か
、
議
論
自
体

に
あ
ま
り
意
味
が
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

意
味
を
「
原
因
推
量
」
や
「
現
在
推
量
」
に
固
定
し
な
い
こ
と
で
、「
新
説
」

だ
け
で
な
く
「
旧
説
」
も
合
わ
せ
て
乗
り
越
え
る
可
能
性
と
危
険
性
と
を

持
つ
も
の
で
あ
る
と
本
稿
で
は
理
解
し
た
。

　

格
助
詞
「
の
」
に
よ
る
連
体
形
終
止
や
、「
喚
体
」
な
ど
に
も
関
わ
り
、

「
新
説
」
批
判
を
行
う
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
様
々
な
概
念
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
説
を
採
る
か
採
ら
ぬ
か
に
関
わ
ら
ず
、
整
理
が
あ
っ
て
も

よ
い
よ
う
に
思
う
。

馬
淵
和
夫
『
古
典
解
釈
文
法
』（
整
理
文
献
五
）

　
　
　
　

�

ひ
か
り
の
の
ど
か
な
は
る
の
ひ
に
し
ず
か
な
こ
こ
ろ
も
な
く
は

な
が
ち
る
よ
う
だ
。

　
　

�　

こ
の
「
ら
む
」
に
は
諸
説
が
あ
っ
て
、
在
来
の
説
は
、「
花
の
散

る
ら
む
」
の
う
え
に
「
ど
う
し
て
」
を
お
ぎ
な
っ
て
、「
ど
う
し
て

は
な
が
ち
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
解
し
て
い
る
し
、
ま
た
比
較
的
あ

た
ら
し
い
説
で
は
、「
静
心
な
く
」が
推
量
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
こ

う
し
て
は
な
が
ち
っ
て
い
る
の
は
、
は
な
に
お
ち
つ
い
た
気
も
ち
が

な
い
か
ら
だ
ろ
う
か
。」
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
「
ら

む
」
は
、
さ
き
の
「
自
分
で
は
た
し
か
め
え
な
い
が
そ
う
ら
し
い
」

と
い
う
「
ら
む
」
の
発
展
し
て
も
っ
と
ぼ
ん
や
り
と
し
た
婉
曲
な
表

現
と
か
ん
が
え
て
み
た
。（
一
一
〇
頁
）

山
田
潔
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
考
」（
整
理
文
献
二
九
）

　
　

�　

以
上
「
ら
む
」
が
推
量
の
意
を
表
わ
す
と
す
る
二
つ
の
解
釈
に
つ

い
て
問
題
点
を
ま
と
め
て
み
た
。両
者
に
共
通
す
る
欠
陥
は
、「
ら
む
」

が
推
量
の
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
点
そ
れ
自

体
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
ら
む
」
は
「
現
在
推
量
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
確
か
に
推
量
の
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
の
で

あ
る
が
、
い
つ
で
も
推
量
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
歌
の
「
ら
む
」
が
推
量
を
表
わ
す
も
の
で
な
い
と
考
え
れ
ば
、
別

の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。（
三
一
頁
）
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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
―
―
」（
整
理
文
献
三
〇
）

　
　

�　

松
尾
捨
治
郎
が
宣
長
を
批
判
し
て
「『
ら
む
』
の
上
の
動
詞
の
表

わ
す
事
実　

花
の
散
る　

鳴
き
渡
る　

等
が
明
か
に
分
っ
て
居
る
の

に
」
な
ぜ
「
ら
む
」
を
用
い
る
か
と
言
っ
て
い
る
。「
ら
む
」
を
「
現

在
推
量
」
と
す
る
限
り
そ
の
言
は
正
し
い
。（
三
三
頁
）

　
　

�　

現
実
眼
前
の
景
に
付
い
た
「
ら
む
」
は
あ
く
ま
で
も
原
因
推
量
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
作
者
は
そ
の
原
因
の
求
め
、
他
に
答
え
を
求
め

る
た
め
の
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
原
因
を
求
め
る
形
で
も
っ
て
実
は

詠
嘆
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。（
三
三
頁
）

エ
、�

疑
問
副
詞
を
伴
っ
た
疑
問
文
と
解
し
て
差
し
支
え
な
い
文
構
造
を
有

し
て
い
る
と
す
る
も
の

　

整
理
文
献
四
を
こ
の
項
に
分
類
し
た
。
た
だ
し
、
整
理
文
献
四
は
、
時

枝
誠
記
の
所
説
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
松
尾
捨
治
郎
の
論
は
、
直
接

に
は
俎
上
に
上
げ
て
い
な
い
。

青
島
徹
「
疑
問
副
詞
の
省
略
」（
整
理
文
献
四
）

　
　

�　

疑
問

0

0

と
推
量

0

0

の
照
応
が
考
へ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
疑
問
副
詞
が
省

略
さ
れ
た
場
合
に
、
結
び
の
推
量

0

0

は
、
そ
の
省
略
さ
れ
た
疑
問
語
と

の
照
応
か
ら
「
疑
問
推
量
」
を
形
成
す
る
と
考
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う

と
思
は
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
古
典
文
学
に
於
て
、
従
来
平
叙
文
と

見
ら
れ
て
来
た
も
の
は
、「
む
」「
ら
む
」「
け
む
」
等
の
推
量
の
助

動
詞
で
結
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
更
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
実
は
そ
れ
が
「
疑
問
副
詞
の
省
略
」
に
よ
る
「
疑
問
文
」
で

あ
る
、
と
い
ふ
可
能
性
が
生
じ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。（
五
四
頁
）

青
島
氏
の
松
尾
捨
治
郎
へ
の
評
価
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

註�

七　
「
国
語
法
論
攷
」
七
〇
九
頁
参
照
。
な
ほ
同
書
の
「
ら
む
」

に
関
す
る
研
究
は
精
細
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
。
同
博
士
は
疑
問

語
の
省
略
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、「
疑

問
文
で
な
け
れ
ば
ら
む

0

0

は
用
ゐ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
姉
小
路
手
似

葉
伝
等
の
謬
説
を
排
斥
さ
れ
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
な
か
ら
う
か

と
思
は
れ
る
。（
五
五
頁
）

オ
、�

文
中
当
該
箇
所
に
焦
点
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
根
拠
に
欠
け
る
と
す

る
も
の
（
一
例
）

　

整
理
文
献
一
〇
を
こ
の
項
に
分
類
し
た
。
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こ
れ
は
昭
和
四
十
年
代
に
な
り
、
登
場
す
る
説
で
あ
る
。
前
の
四
項
よ

り
も
若
干
遅
れ
る
も
の
で
あ
る
。

浅
見
徹
「
助
動
詞
の
展
開
―
―
「
ら
む
」
の
場
合
―
―
」（
整
理
文
献

一
〇
）

　
　

�　

従
つ
て
、
そ
の
描
写
さ
れ
た
事
態
に
対
す
る
疑
い
の
気
息
は
ラ
ム

に
よ
つ
て
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
疑
点
を
疑
問
語
で
表
現
す
る
こ

と
も
な
け
れ
ば
、
自
ら
事
態
の
所
以
を
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も
説

明
す
る
処
も
な
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
六
頁
）

　
　

�　

こ
こ
で
想
像
の
疑
点
の
集
約
さ
れ
る
場
所
が
、
な
ぜ
「
静
心
な
く
」

な
の
か
、と
い
う
こ
と
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
。題
詞
か
ら
察
し
て
、

そ
の
他
の
部
分
は
眼
前
に
展
開
す
る
実
景
で
、「
静
心
な
く
」
だ
け

が
桜
の
心
中
を
推
量
す
る
部
分
で
あ
り
、
心
中
は
目
に
見
え
ぬ
か
ら

だ
、
で
は
説
明
に
な
ら
な
い
。
こ
の
歌
に
即
し
て
い
え
ば
、「
静
心

な
く
」
と
「
―
―
春
の
日
に
」
と
は
、
文
の
形
式
上
、
疑
点
を
移
す

べ
き
位
置
と
し
て
の
価
値
に
変
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
想
像
の
疑

点
は
恣
意
的
に
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
ぬ
し
、
移
動
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
許
す
範
囲
は
文
構
造
か
ら
も
規
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。（
七

頁
）

　
「
新
説
」
に
お
け
る
「
焦
点
」
の
位
置
認
定
の
恣
意
性
を
指
摘
し
た
論

考
は
、
本
項
の
浅
見
氏
の
も
の
が
初
出
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
こ
の
恣

意
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
は
無
か
っ
た
。
助
動
詞
「
ら
む
」
を
末
語
と
す

る
こ
と
で
、
そ
の
閉
じ
ら
れ
た
句
や
文
の
中
に
、
そ
の
推
量
の
対
象
を
探

す
こ
と
は
、
こ
こ
ま
で
は
解
釈
上
正
当
な
行
為
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
解
釈

的
に
そ
れ
が
指
定
出
来
る
な
ら
ば
、
指
定
そ
の
も
の
は
正
当
な
行
為
と
さ

れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
初
め
て
、
指
定
行
為
そ
の
も
の
の
妥

当
性
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
異
が
唱
え
ら
れ
た
。
史
上
画
期
的
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
項
の
論
は
、
次
項
と
合
わ
せ
て
一
項
に
す
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
次
項
と
異
な
り
、
積
極
的
に
否
定
の
た
め
の
根
拠
を
明
示

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
別
に
一
項
を
立
て
た
。
浅
見
氏
の
論
考
を
引

用
す
る
形
で
論
を
運
ぶ
論
考
が
次
項
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
二
項
に

は
関
係
が
あ
る
。

カ
、�

助
動
詞
「
ら
む
」
の
焦
点
は
、
疑
問
副
詞
や
係
助
詞
な
ど
に
よ
ら
ず

に
表
示
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
（
三
件
）

　

整
理
文
献
二
四
・
二
七
・
三
一
を
こ
の
項
に
分
類
し
た
。

　

こ
の
項
は
他
に
大
き
く
遅
れ
て
、
昭
和
六
十
年
代
か
ら
現
れ
る
。
こ
の

論
点
を
最
後
に
、「
新
説
」
を
め
ぐ
る
新
規
の
批
判
点
の
提
示
は
、
見
え
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な
く
な
っ
て
い
る
。

重
見
一
行
「「
ら
む
」
構
文
の
種
々
相
」（
整
理
文
献
二
四
）

　
　

�　

す
べ
て
の
「
ら
む
」
構
文
は
基
本
的
に
甲
類
と
言
え
る
事
を
考
え

る
時
、
乙
類
と
は
、
実
は
、
特
に
係
助
詞
介
入
に
よ
る
修
飾
部
分
の

発
話
の
「
中
心
」
表
現
性
と
被
修
飾
部
分
の
旧
情
報
性
の
「
常
識
」

的
明
白
化
に
よ
る
「
表
現
効
果
」
と
言
う
べ
く
、「
文
法
」
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ば
、
甲
類
性
―
―
甲
類
（
二
）
を
も
っ
て
「
ら
む
」
の

働
き
と
す
る
の
が
、
よ
り
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。（
一
五
八
頁
）

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

文
献
二
七
）

　
　

�　

松
尾
氏
の
い
わ
ゆ
る
乙
種
の
「
ら
む
」
の
例
に
お
い
て
「
想
像
の

疑
点
の
集
約
さ
れ
る
場
所
」
は
、
係
助
詞
、
疑
問
詞
等
に
よ
っ
て
明

示
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。（
三
七
〇
頁
）

野
村
剛
史
「
三
代
集
ラ
ム
の
構
文
法
」（
整
理
文
献
三
一
）

　
　

�　

古
今
八
四
歌
の
よ
う
な
場
合
に
、「
し
づ
心
な
く
」
な
ど
文
の
一

部
に
推
量
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
。
し
か
し
古
代
語

で
は
、
文
の
焦
点
的
部
分
は
原
則
と
し
て
係
り
結
び
に
よ
っ
て
示
さ

れ
る
の
で
あ
り
（
係
り
結
び
が
焦
点
設
定
の
必
要
条
件
と
な
る
）、

こ
の
歌
に
関
し
て
は
部
分
推
量
の
よ
う
な
説
は
や
は
り
無
理
で
あ
ろ

う
。（
一
九
一
頁
）

　

こ
の
項
に
お
け
る
論
は
、
前
項
と
同
様
、「
新
説
」
の
論
に
見
え
る
、「
説

明
体
」
の
文
の
、
所
謂
「
全
体
推
量
」
と
「
部
分
推
量
」、「
現
在
推
量
」

と
「
原
因
推
量
」
と
の
認
定
の
恣
意
性
を
突
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
項
の
論
は
、
古
代
語
の
焦
点
機
能
を
め
ぐ
る
議
論
の
蓄

積
の
上
に
初
め
て
提
示
さ
れ
う
る
論
で
あ
る
。
係
助
詞
等
が
あ
れ
ば
焦
点

が
そ
こ
に
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
標
示
が
無
け
れ
ば
焦
点
は

無
い
と
は
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

助
動
詞
「
ら
む
」
の
推
量
に
は
焦
点
が
あ
る
と
い
う
「
新
説
」
と
同
じ

議
論
に
立
脚
し
、
そ
の
焦
点
機
能
を
助
動
詞
「
ら
む
」
そ
の
も
の
が
有
す

る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
「
新
説
」
の
焦
点
認
定
の
恣
意
性
を
突
い

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
係
助
詞
や
疑
問
副
詞
と
い
っ
た
、
他
の
構
文

要
素
に
由
来
す
る
焦
点
機
能
を
、
助
動
詞
「
ら
む
」
本
来
の
機
能
に
帰
し

た
こ
と
を
「
新
説
」
の
誤
り
と
し
て
い
る
。
こ
の
項
の
論
を
以
て
初
め
て
、

「
新
説
」
は
文
法
的
に
否
定
し
え
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

な
お
、
先
立
っ
て
、
昭
和
二
十
年
代
末
、
次
の
見
解
が
発
表
さ
れ
て
い
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る
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。

馬
淵
一
夫
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（
整
理
文
献
三
）

　
　

�　

旧
説
の
不
合
理
性
は
当
然
で
あ
る
が
、
新
説
も
ま
た
十
分
に
す
べ

て
を
説
き
尽
く
せ
な
い
そ
の
欠
陥
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
先
に
ち
よ
つ

と
触
れ
た
よ
う
に
「
ひ
さ
か
た
の
」
の
歌
が

　
　
　
　

�

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
花
の
散
る
（
は
）
し
づ
心
な
く

か
（
あ
る
）
ら
む

　
　

�

に
な
つ
て
、「
落
チ
着
イ
タ
気
持
ガ
ナ
イ
カ
ラ
ダ
ロ
ウ
カ
」（
松
尾
聡

氏
前
掲
書
九
四
頁
の
例
示
）
で
あ
る
と
い
う
の
は
確
か
に
む
り
で
あ

つ
て
、「
し
づ
心
な
く
」
と
「
花
の
散
る
」
と
の
関
係
が
「
春
を
近

み
か
」
と
「
月
夜
霞
み
た
る
」、「
春
日
野
の
若
菜
つ
み
に
や
」
と
「
白

妙
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
行
く
」
の
そ
れ
と
文
法
的
に
は
「
副
修
＋

（
主
―
述
）
句
」
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
同
一
の
味
わ
い
で
あ
る
と

は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
後
者
は
、
は
つ
き
り
論

理
的
な
理
由
で
あ
る
が
、「
し
づ
心
な
く
」
は
主
観
的
判
断
で
は
あ

る
に
し
て
も
「
散
る
」
状
態
で
あ
つ
て
、「
し
づ
心
な
く
か4

」
な
ど

と
「
か
」
の
脱
落
し
た
も
の
と
は
思
え
な
い
。（
七
四
頁
）

「
焦
点
」
表
示
そ
の
も
の
に
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
係
助
詞
に
よ

る
表
示
の
有
無
が
持
つ
相
違
に
着
目
し
た
と
し
て
は
、
こ
の
文
献
の
指
摘

は
、
先
駆
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た

め
の
国
文
法
入
門
』（
整
理
文
献
一
）
に
見
え
る
下
記
記
述
と
も
通
じ
て

い
る
。

　
　

�

つ
ま
り
「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
や
花
の
散
る
ら

む
」
の
意
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。（
九
五
頁
）

し
か
し
、
整
理
文
献
三
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
松
尾
捨
治
郎
の
研
究
に
お
け
る「
新
説
」の
占
め
る
位
置

　

次
に
移
る
前
に
、
松
尾
捨
治
郎
の
論
に
つ
い
て
一
つ
ま
と
め
て
お
き
た

い
。

　

松
尾
捨
治
郎
の
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
日
本
語
文
法

学
会
編
『
日
本
語
文
法
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
平
成
二
六
年
七
月
）
で

は
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

ま
た
、
読
解
に
役
立
て
る
べ
く
助
詞
・
助
動
詞
の
意
義
用
法
を
詳
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細
に
観
察
し
，『
助
動
詞
の
研
究
』
は
特
に
推
量
・
推
定
系
の
助
動

詞
に
つ
い
て
著
す
。
松
尾
の
本
分
は
こ
の
方
面
で
発
揮
さ
れ
，
終
止

形
接
続
の
「
な
り
」
が
連
体
形
接
続
の
「
な
り
」
と
ち
が
っ
て
「
推

定
・
伝
聞
」
を
表
す
こ
と
や
，「
ら
む
」
に
「
原
因
推
量
」
の
用
法

が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
，
以
後
の
助
動
詞
研
究
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
。（
五
八
九
頁
。
小
柳
智
一
執
筆
部
分
）

　

今
日
「
原
因
推
量
」
と
表
現
さ
れ
る
（
乙
）
の
用
法
を
記
述
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
今
日
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
の
助
動
詞
「
ら
む
」

に
つ
い
て
の
項
を
通
じ
て
見
る
と
、
意
味
概
念
記
述
は
簡
単
で
あ
り
、
構

文
法
的
解
説
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
味
規
定
は
「
現
在
想
像
」
と
さ
れ
る
。『
助
動

詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
の
意
味
概
念
に
つ
い
て
の
記

述
を
探
す
と
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

�

し
か
し　

ら　

む　

は
完
了
未
来
と
完
了
想
像
と
二
義
で
あ
つ
た
者

が
、
他
の
想
像
助
動
詞
に
同
化
さ
れ
て
、
終
止
形
所
属
と
な
る
と
同

時
に
、
完
了
未
来
の
用
法
を
失
つ
て
、
完
了
想
像
（
一
転
し
て
現
在

想
像
）
専
用
と
な
つ
た
と
見
て
、
其
処
に
説
明
の
飛
躍
乃
至
不
合
理

は
生
じ
な
い
。（
一
五
五
頁
）

　
「
現
在
想
像
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
他
に
は
、
そ
の
意
味
概
念
に
つ

い
て
あ
ま
り
深
追
い
し
な
い
記
述
を
し
て
い
る
。
悪
く
言
え
ば
あ
ま
り
意

味
概
念
に
つ
い
て
の
記
述
に
興
味
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え
る

が
、「
想
像
焦
点
」
を
め
ぐ
り
、
今
日
の
「
現
在
推
量
」
と
「
原
因
推
量
」

と
の
分
類
の
祖
型
の
よ
う
な
整
理
を
行
っ
た
の
が
、
松
尾
捨
治
郎
の
助
動

詞
「
ら
む
」
の
研
究
史
に
お
け
る
大
き
な
貢
献
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ

は
、
こ
う
し
て
意
味
概
念
を
固
定
し
て
観
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず

解
釈
が
動
揺
し
な
い
よ
う
に
意
味
規
定
を
固
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
こ

そ
、こ
う
し
た
用
法
の
分
類
整
理
が
可
能
に
な
っ
た
。そ
う
で
な
く
て
は
、

「
ウ
」
の
項
に
見
た
よ
う
に
、
意
味
概
念
を
動
か
す
こ
と
に
よ
る
処
理
を

可
能
と
す
る
余
地
が
残
り
、
方
法
論
そ
の
も
の
に
動
揺
が
生
じ
、
こ
の
よ

う
な
整
理
が
可
能
に
な
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

筆
者
の
感
想
は
と
も
か
く
、『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心

と
し
て
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
用
法
分
類
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
（
甲
）�　

ら
む
の
附
い
た
動
詞
の
表
す
動
作
・
又
は
ら
む
の
附
い
た
動

詞
を
述
語
と
す
る
文
句
の
表
す
事
実　

が
不
明
な
場
合
、
疑
惑

的
に
之
を
想
像
し
て
描
き
出
す
。
更
に
之
を
細
別
し
て
次
の
二
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類
四
様
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
其
の
境
界
は
必
ず
し
も
明

か
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
（
一
）　

直
上
語
に
想
像
焦
点
の
あ
る
者
（
一
六
一
頁
）

　
　
　
　
（
二
）　

文
句
全
体
に
つ
い
て
の
想
像
（
一
六
二
頁
）

　
　
（
乙
）�　

ら
む
の
附
い
た
動
詞
の
表
す
動
作
・
又
は
ら
む
の
附
い
た
動

詞
を
述
語
と
す
る
文
句
の
表
す
事
実
の
大（
マ
マ
）

　

体
は
明
か
で
あ
つ

て
、
其
の
人　

時　

処　

方
法　

量　

理
由　

原
因　

等
の
み

が
不
明
な
場
合
、
疑
惑
的
に
之
を
想
像
し
て
描
き
出
す
。
此
も

細
別
し
て
、次
の
二
類
三
様
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、

其
の
境
界
の
不
明
な
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
（
三
）�　

疑
問
の
意
の
係
語
（
主
と
し
て
何
の
係
）
へ
想
像
焦
点

が
移
動
す
る
。（
一
六
二
頁
）

　
　
　
　
（
四
）�　

理
由　

原
因　

等
を
表
す
連
用
句
へ
想
像
焦
点
が
移
動

す
る
。（
一
六
二
頁
）

　
（
甲
）
の
「
四
様
」
と
（
乙
）
の
「
三
様
」
に
つ
い
て
は
、（
甲
）
の
両

類
が
そ
れ
ぞ
れ「
疑
問
体
」（
疑
問
の
語
が
併
用
さ
れ
て
い
る
も
の
）と「
説

明
体
」（
疑
問
の
語
が
併
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
）
と
の
両
様
の
文
型
を

持
つ
こ
と
、（
乙
）
の
（
三
）
は
「
疑
問
体
」
の
み
、（
四
）
が
「
疑
問
体
」

と
「
説
明
体
」
と
の
両
様
の
文
型
を
持
つ
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
「
新
説
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
解
釈
法
は
、
八
四
番
歌
の
類
の

助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
、
こ
の
体
系
の
う
ち
の
（
乙
）
の
（
四
）
に

分
類
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
重
々
言
わ
れ

て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

��「
新
説
」
を
め
ぐ
る
批
判
は
、
こ
の
体
系
の
原
則
を
問
う
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

五
、「
新
説
」
の
文
法
学
的
否
定
と
松
尾
捨
治
郎
説
の
補
正

　

先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
現
状
語
法
説
と
し
て
の
「
新
説
」
に
対
す
る

最
も
効
果
的
で
正
統
的
な
批
判
と
本
稿
が
考
え
る
も
の
は
、「
四
」
に
お

い
て
「
カ
」
と
し
た
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
焦
点
は
、
疑
問
副
詞
や
係
助

詞
な
ど
に
よ
ら
ず
に
表
示
出
来
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
」で
あ
る
。

「
ア
」
の
有
効
性
は
固
よ
り
で
あ
る
が
、
よ
り
有
効
な
の
は
こ
の
批
判
で

あ
る
。
各
批
判
論
点
に
つ
い
て
の
評
価
を
些
か
述
べ
る
。

　
「
ア
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
示
し
た
、
松
尾
捨
治
郎
の
構
築
し
た
体
系

の
例
外
の
指
摘
で
あ
る
。
解
釈
上
の
相
違
で
は
あ
る
が
、
松
尾
捨
治
郎
の

論
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
評
価
出
来
る
。
そ
こ
か
ら
、
例
外
と

さ
れ
た
八
四
番
歌
等
の
解
釈
法
の
探
究
と
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
論
と

が
相
俟
っ
た
、
新
し
い
研
究
史
の
動
向
を
拓
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論

の
功
績
は
大
で
あ
る
。
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「
イ
」
に
つ
い
て
は
、
解
釈
法
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、「
ア
」
と
同

様
の
展
開
を
準
備
す
る
も
の
と
言
え
る
。

　
「
ウ
」
に
つ
い
て
は
、
松
尾
捨
治
郎
の
論
で
言
え
ば
、
そ
の
意
味
記
述

に
対
す
る
姿
勢
を
突
い
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
構
文
的

な
意
味
醸
成
の
論
は
松
尾
捨
治
郎
の
示
し
た
体
系
を
補
正
す
る
も
の
た
り

え
、
ま
た
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
味
そ
の
も
の
に
迫
る
論
な
ら
ば
、
現

行
の
用
法
分
類
を
含
め
、
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
の
通
行
的
な
記
述

を
動
揺
さ
せ
う
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
オ
」
そ
し
て
そ
の
発
展
と
し
て
の
「
カ
」
の
提
示
し
た
批
判
点
は
、『
助

動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
の
言
う
と
こ
ろ
の
、「
想

像
焦
点
が
移
動
す
る
」（
一
六
二
頁
）
そ
の
移
動
先
を
、
無
基
準
に
、
す

な
わ
ち
、
解
釈
者
の
解
釈
に
依
存
し
て
認
定
す
る
、
恣
意
性
を
、
批
判
す

る
も
の
で
あ
る
。

　
「
新
説
」
が
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
味
を
固
定
し
、
焦
点
整
理
を
行
う

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
「
旧
説
」
を
批
判
し
え
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
批

判
は
、
そ
れ
自
体
が
、「
新
説
」
を
生
ん
だ
焦
点
整
理
の
体
系
の
中
か
ら

発
生
し
、「
旧
説
」
の
持
っ
て
い
た
非
合
理
性
を
批
判
し
て
登
場
し
た
「
新

説
」
に
内
在
す
る
非
合
理
性
を
剔
抉
し
え
た
も
の
で
あ
る
。
史
上
画
期
的

な
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
カ
」
に
よ
る
焦
点
提
示
に
つ
い
て
は
表
示
を
伴
う
と
い
う
原

則
の
指
摘
に
よ
り
、
八
四
番
歌
等
に
つ
い
て
の
「
新
説
」
の
解
釈
法
は
、

現
状
充
分
に
否
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
松
尾
捨
治
郎
の
論
は
修
正
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
は
言
う
も
の
の
、
こ
の
補
正
は
、
松
尾
捨
治
郎
の
構
築
し
た
分
類

そ
の
も
の
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
く
、（
乙
）
の
（
四
）
の
解
釈
の
適
用

に
つ
い
て
、
後
に
「
新
説
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
誤
り
を
含
む

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
助
動
詞
「
ら
む
」
の
機
能
と
し
て
、

こ
の
焦
点
移
動
を
捉
え
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
多
様
な
文
型
を
含

む
「
説
明
体
」
を
あ
ま
り
に
平
板
な
も
の
と
し
て
考
え
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
と
思
う
。松
尾
捨
治
郎
の
論
に
お
い
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
、

こ
の
点
で
あ
る
と
思
う
。

　

た
だ
し
、
そ
の
補
正
の
射
程
は
、
八
四
番
歌
と
そ
の
類
歌
に
（
乙
）
の

（
四
）の
認
定
を
行
う
こ
と
の
否
定
に
限
ら
れ
る
。甲
乙
の
二
分
類
や（
乙
）

の
（
四
）
の
分
類
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
今

日
で
も
「
原
因
推
量
」
の
分
類
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

　

八
四
番
歌
の
よ
う
に
、
文
中
に
そ
の
「
力
」
を
「
有
す
る
」
も
の
の
表

示
が
な
い
構
造
の
文
に
つ
い
て
、（
乙
）
の
（
四
）
の
「
説
明
体
」
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
は
語
法
的
に
不
適
当
で
あ
り
不
能
で
あ
る
と
い
う
範
囲

で
、「
新
説
」
の
解
釈
説
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
却
っ
て
、「
新
説
」
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の
提
示
し
た
解
釈
説
は
、
こ
の
範
囲
で
あ
れ
ば
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、（
乙
）
の
（
四
）
の
語
法
は
、
そ
れ
が
係
助
詞
等
の
機
能

に
よ
り
規
制
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。

　
「
疑
問
体
」
に
つ
い
て
は
疑
問
副
詞
や
係
助
詞
「
や
」「
か
」
を
「
焦
点
」

の
表
示
と
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
論
も
無
い
よ
う
で
あ
る
。

　
「
説
明
体
」
に
お
け
る
「
焦
点
」
の
表
示
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
も
の

を
そ
れ
と
認
め
て
い
く
の
か
整
理
し
て
い
き
、
ど
こ
ま
で
が
八
四
番
歌
の

「
類
歌
」
な
の
か
を
見
定
め
て
い
く
こ
と
が
、
松
尾
捨
治
郎
の
提
示
し
え

な
か
っ
た
新
し
い
課
題
と
し
て
、
現
在
展
望
せ
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
と
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
ら
な
い
営
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
ろ
そ
ろ
一

つ
、
改
め
て
「
こ
れ
は
類
歌
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
を
整
理
し
て
み
て

も
ら
っ
て
も
よ
い
頃
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

六
、
お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
先
行
研
究
の
論
点
の
整
理
を
提
示
す
る
た
め
に
書
い
て
い
る

間
に
、「
焦
点
」
に
関
す
る
議
論
は
、
松
尾
捨
治
郎
の
行
っ
た
助
動
詞
「
ら

む
」
の
用
法
の
整
理
と
そ
の
運
用
に
つ
い
て
、
補
正
を
施
す
も
の
で
あ
る

こ
と
に
気
づ
い
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
を
書
い
て
い
て
思
う
に
、
松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他

の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
用
法
の
構
文
法
的
整

理
を
詳
細
に
行
っ
た
も
の
と
し
て
先
駆
的
な
文
献
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ

の
分
、
浩
瀚
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
読
解
す
る
の
に
非
常
に
手
間
暇
が
掛
か

る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
の
到
達
点
、
と
は
言
っ
て
も
、
筆
者
の
理
解
出
来
る
程

度
の
水
準
で
あ
る
が
、
そ
の
水
準
か
ら
見
て
も
、
今
日
の
助
動
詞
「
ら
む
」

の
用
法
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
部
分
を
既
に
言
っ
て
い
る
も
の

と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
筆
者
程
度
か
ら
見
る
と
、
今
日
で
も
、
細
部
は

と
も
か
く
、
大
枠
は
松
尾
捨
治
郎
の
研
究
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
、
参

照
す
る
こ
と
で
大
過
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
ど
う
し
て
も
修
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
今
日
の
研
究

水
準
と
折
り
合
い
が
付
か
な
い
の
が
、「
新
説
」
で
あ
る
。

　
「
新
説
」
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、「
新
説
」
を
含
み
閉
じ
た
体

系
と
し
て
の
松
尾
捨
治
郎
の
用
法
分
類
の
例
外
を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
こ
の
た
め
力
あ
っ
た
の
が
、「
ア
」
の
項
の
指
摘
で
あ
っ
た
。

こ
の
指
摘
の
功
績
は
、
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
修
正
の

必
要
が
周
知
さ
れ
、
衆
知
が
集
注
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
中
古
語
に
お
い
て
焦
点
は
原
則
表
示
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ

と
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
松
尾
捨
治
郎
の
提
示
し
た
助
動
詞
「
ら
む
」

の
用
法
の
体
系
の
う
ち
、（
乙
）
の
（
四
）
の
「
説
明
体
」
に
つ
い
て
は
、
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規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
合
わ
せ
て
、
助
動
詞
「
ら
む
」
そ
の
も
の

の
機
能
で
は
な
く
、
表
示
の
あ
る
焦
点
の
機
能
に
よ
り
規
制
さ
れ
た
表
現

で
あ
る
と
、
定
義
を
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
焦
点

に
つ
い
て
は
表
示
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
論
は
あ
ま
り
見
な
い

の
で
、
承
認
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

八
四
番
歌
の
類
の
助
動
詞
「
ら
む
」
は
、
松
尾
捨
治
郎
の
置
い
た
場
所

と
は
異
な
る
位
置
付
け
を
探
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
（
乙
）
の
一
角
に

分
類
し
説
明
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
見
通
し
て
い
る
。

　

こ
の
二
点
が
、
焦
点
の
規
則
性
に
よ
る
「
新
説
」
の
否
定
が
も
た
ら
し

た
、
松
尾
捨
治
郎
の
学
説
の
補
正
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
松
尾
捨
治
郎
の
為

し
た
二
項
分
類
を
引
き
継
ぐ
今
日
の
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
の
用
法

分
類
を
考
え
る
上
に
お
い
て
も
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。

　

研
究
史
を
綴
る
た
め
に
は
よ
り
遡
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
よ
り
精
緻
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
を
も
の
し
て
も
、
筆
者
に
は
課
題
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
本
稿
は
内
的
必
要
に
逼
ら
れ
て
已
む
に
已
ま
れ
ず
作
っ
た
も

の
で
あ
り
、
研
究
史
の
上
辺
を
撫
で
た
だ
け
の
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
学
史
と
現
在
と
を
繋
い
で
考
え
る
こ
と
が
筆
者
に
も
出
来
る
よ
う
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
か
に
期
待
し
て
い
る
。

【
注
】
引
用
文
中
、
漢
字
の
字
体
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
傍
点
傍
線
等
装
飾
は
文
中
断

ら
な
い
限
り
本
文
マ
マ
。

【
整
理
文
献
一
覧
】（
発
表
年
月
順
に
排
列
）

　

一�

、
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
）

　

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
、
馬
淵
和
夫
『
古
典
解
釈
文
法
』（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
三
〇
年
四
月
）

　

六�

、
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
）

　

七
、
佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
三
年
三
月
）

　

八�

、
保
坂
弘
司
「『
ら
む
』
の
研
究
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
第
四
巻
第

二
号
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
）

　

九
、
湯
沢
幸
吉
郎
『
文
語
文
法
詳
説
』（
右
文
書
院
、
昭
和
三
四
年
一
一
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�

、
佐
伯
梅
友
「
は
さ
み
こ
み
」（『
上
代
国
語
法
研
究
』〈
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究

所
、
昭
和
四
一
年
一
二
月
〉
所
収
）

一
二�

、
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
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
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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�

、
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
七�

、
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
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
雜
誌
」
第
七
八
巻
第
五

号
、
昭
和
五
二
年
五
月
）

二
〇�

、
種
友
明
「「
静
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
刊
行
会
編『
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
〉
所
収
）

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�

、
武
田
孝
「
推
量
の
助
動
詞
」（
鈴
木
一
彦
・
林
巨
樹
編
『
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
四�

、
重
見
一
行「「
ら
む
」構
文
の
種
々
相
」（
初
出
は「
比
治
山
女
子
短
期
大
学
紀
要
」

第
二
〇
号
、
昭
和
六
一
年
三
月
。
原
題
は
「
連
用
修
飾
構
文
に
お
け
る
「
ら
む
」

助
動
詞
の
推
量
の
対
象
」。
重
見
一
行
『
助
動
詞
の
構
文
機
能
研
究
―
―
時
枝
詞
辞

論
か
ら
の
脱
出
―
―
』〈
和
泉
書
院
、
平
成
一
一
年
五
月
〉
所
収
文
に
拠
っ
た
）

二
五�

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

和
六
一
年
三
月
）

二
六�

、
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
―
―
」（
初
出
は
「
国
語
国
文
」
第
五
七
巻
第
二
号
、
昭
和
六
三

年
二
月
。
山
口
堯
二
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』〈
明
治
書
院
、
平
成
二
年
一
月
〉

所
収
文
に
拠
っ
た
）

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
〉
所
収
）

二
八�

、
斎
藤
文
俊
「
ら
む
」（
山
口
明
穂
編
『
古
典
文
法
必
携
』〈
学
燈
社
、
平
成
二
年

二
月
〉
所
収
）

二
九�

、
山
田
潔
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
考
」（「
国
学
院
雜
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
編
『
日
本
語
文

法�

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

【
参
考
文
献
一
覧
】（
編
著
者
名
の
五
十
音
順
に
排
列
）

　

一�

、
色
川
大
輔
「
さ
れ
ば
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
れ
ば
―
―
助
動
詞
「
ら
む
」
の

語
法
を
め
ぐ
る
批
判
史
覚
書
―
―
」（「
国
語
研
究
」第
八
〇
号
、平
成
二
九
年
三
月
）

　

二�

、
色
川
大
輔
「「
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
―
―
」（「
国
学
院
雜
誌
」
第
一
一
八
巻
第

一
二
号
、
平
成
二
九
年
一
二
月
）

　

三
、
北
原
保
雄
ほ
か
編
『
日
本
文
法
事
典
』（
有
精
堂
出
版
、
昭
和
五
六
年
一
二
月
）

　

四
、
徳
田
政
信
『
近
代
文
法
図
説
』（
明
治
書
院
、
昭
和
五
八
年
四
月
）

　

五
、
日
本
語
文
法
学
会
編
『
日
本
語
文
法
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
平
成
二
六
年
七
月
）

　

六
、
飛
田
良
文
ほ
か
編
『
日
本
語
学
研
究
事
典
』（
明
治
書
院
、
昭
和
一
九
年
一
月
）
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七�
、
藤
村
作
編
『
日
本
文
学
大
辞
典　

第
三
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
二
五
年
八
月
増
補

改
訂
版
）

　

八
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
文
法
論
纂
』（
文
学
社
、
昭
和
三
年
四
月
）

　

九
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
文
法
概
論
』（
中
文
館
書
店
、
昭
和
八
年
四
月
）

一
〇�

、
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
追
補
版
を
使
用
）

一
一
、
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
大
綱
』（
文
学
社
、
昭
和
一
四
年
五
月
）

一
二�

、
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
）

一
三�

、
松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
昭
和
四
六
年
一
〇
月
）

一
四�

、
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文
法
』（
明
治
書
院
、
明
治
四
一
年
一
二
月
、
大
正
一
五

年
一
一
月
増
訂
版
。
本
稿
で
は
増
訂
版
を
使
用
）

一
五�

、
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
明
治
書
院
、
平
成
一
三
年

三
月
）

一
六�

、
和
田
利
政
「
松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』」（「
月
刊
文
法
」
第
一
巻
第
一
一
号
、

昭
和
四
四
年
八
月
）


