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

　
　
―
そ
の
「
む
」
の
多
く
を
意
志
と
認
識
す
る
の
は
共
同
幻
想
か
―中

村
幸
弘

　
　
　

ま
え
が
き

　

日
記
・
随
筆
と
い
う
よ
う
な
筆
者
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
文
章
に
お
い
て

も
、
物
語
な
ど
虚
構
を
も
っ
て
作
者
と
し
て
創
作
執
筆
さ
れ
た
文
章
に
お

い
て
も
、
自
己
以
外
の
他
者
の
心
内
を
描
写
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
が

不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
語
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「
…

（
よ
）
う
と
す
る
」
表
現
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
古
典
語
時
代
の
執
筆
者
た

ち
も
、
第
三
人
称
人
物
の
意
志
を
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
を
用
い
て
描

写
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
の

す
べ
て
が
意
志
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
本
来
は
、
第
一
人
称
主
体
「〈
…

む
〉
と
す
」
表
現
に
限
ら
れ
た
は
ず
の
、
主
体
の
意
志
を
表
す
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
で
あ
っ
た
の
に
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
第
三
人
称
人

物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
を
主
体
人
物
の
意
志
を
表
す
表
現
へ
と

転
換
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
第
三
人
称
人
物
主

体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
多
く
の
現
代
語
訳
書

を
見
て
も
、
そ
の
「
む
」
を
意
志
と
見
た
結
果
の
「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」

訳
が
多
い
。
そ
こ
で
、
時
に
、
そ
れ
は
読
み
と
り
の
誤
り
で
は
な
い
か
、

と
疑
い
、迷
わ
せ
ら
れ
、ど
の
注
釈
書
を
見
て
も
同
じ
だ
っ
た
り
す
る
と
、

共
同
幻
想
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
ど
と
、
そ
う
い
う
不
安
に
陥
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る
こ
と
も
あ
る
。当
初
、第
三
人
称
主
体
に
応
じ
る「
む
」文
末
文
の「
む
」

は
、
推
量
の
意
以
外
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
「
む
」
を
推
量
と
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
三
人
称
人

物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
も
、
予
想
以
上
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
以
下
、
こ
の
問
題
の
原
点
と
な
る
助
動
詞
「
む
」
の
意
味
と
主
体

の
人
称
と
の
関
係
か
ら
確
認
を
重
ね
て
、
現
在
に
近
い
さ
き
ご
ろ
ま
で
、

筆
者
の
認
識
が
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
適
切
な
理
解
に
向
け
て
の
具
体
的
な
読
解
を
試
み
た
い
と

思
う
。

　
　
　

一
、
助
動
詞
「
む
」
の
意
味
と
主
体
の
人
称
と
の
相
関
性

　

助
動
詞
「
む
」
の
意
味
と
そ
の
動
作
主
体
と
の
相
関
性
に
つ
い
て
は
、

い
ま
や
、
高
校
生
向
け
学
習
参
考
書
に
も
定
着
し
て
久
し
い
学
習
事
項
と

な
っ
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
る
解
説
を
紹
介
す
る
な
ら

ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
は
、
小
稿
に
い
う
主
体
は
、

主
語
と
呼
ん
で
取
り
扱
わ
れ
る
。

　

〇
「
む
」「
む
ず
」
の
意
味
の
識
別

　
　

主
語
の
人
称
に
よ
り
、
意
味
は
お
よ
そ
判
別
で
き
る
。

　
　

・
主
語
が
一
人
称
（
私
・
自
分
）
の
場
合
―
意
志

　
　

・
主
語
が
二
人
称
（
あ
な
た
）
の
場
合
―
勧
誘
・
適
当

　
　

・
主
語
が
三
人
称
（
第
三
者
・
事
物
）
の
場
合
―
推
量

　

右
の
解
説
は
、
お
お
む
ね
通
用
す
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
こ
に
「
む

ず
」
を
含
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

時
に
、
大
き
な
誤
解
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
三
人

称
主
語
の
用
例
と
し
て
、
そ
こ
に
「
む
と
す
」
の
用
例
が
引
か
れ
た
り
す

る
の
は
、「
む
ず
」
は
「
む
と
す
」
の
約
音
化
し
た
も
の
だ
か
ら
、「
む
と

す
」
も
ま
た
「
む
」
と
同
じ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
加

え
て
、「
と
す
」
を
単
な
る
強
調
と
す
る
注
ま
で
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
全
国
一
の
採
択
を
誇
る
、
そ
の
学
習
参
考
書
が
、
そ
こ
に
「
や
が

て
搔
き
つ
く
ま
ま
に
頸く
び

の
ほ
ど
を
食
は
ん
と
す
。」（
徒
然
草
・
八
九
）
を

引
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ん
」
は
意
志
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
原
則
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い
と
し
て
、
例
外
扱
い
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
第
三
人
称
の
人
物
を
主
体
と
し
た
「
む
と
す
」
文
末
の
用
例
は
し
ば

し
ば
見
る
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
、
大
ま
か
に
い
っ
て
中
古
か
ら
も
、
そ
の

「
む
」
に
意
志
を
表
す
用
例
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
表
現
は
例
外
な
ど

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
少
し
深
く
読
ん
で
み
た
と
き
、
猫
ま
た

が「
食
は
ん
と
す
。」と
い
う
の
は
、食
い
か
か
る
直
前
に
ま
で
事
態
が
迫
っ

て
い
る
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
見
え
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
ん
」
は
、
猫
ま
た
の
意
志
を
表
す
も
の
で
は
な
い
、
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と
も
、
筆
者
に
は
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

と
に
か
く
、
大
き
な
誤
解
は
、
猫
ま
た
の
「
食
は
ん
と
す
。」
の
「
ん
」

が
意
志
を
表
す
の
を
例
外
と
し
て
い
る
取
り
扱
い
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

誤
解
を
生
ま
せ
た
の
は
、
国
文
法
界
が
「
む
と
す
」
に
全
く
注
目
す
る
こ

と
が
な
い
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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
し
て
、「
む
と
す
」に
触
れ
る
こ
と
が
全
く
な
か
っ
た
。

『
枕
草
子
』（
一
八
六
）
の
約
音
化
し
た
「
む
ず
る
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
と

め
て
、
具
体
的
用
例
に
即
し
て
解
明
し
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
加

え
て
、「
と
す
」
に
つ
い
て
の
認
識
も
不
十
分
だ
っ
た
。「
む
と
す
」
に
つ

い
て
の
認
識
の
不
足
が
、
こ
の
誤
解
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　

小
稿
は
、
教
育
現
場
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
応
じ
た
前
稿
「「〈
…
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
―
」
を
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
稿

の
論
述
や
用
例
と
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
本
文
読
解
に
お
い
て
最
も

悩
ま
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
焦
点
を
絞
り
、
さ
ら
に
、
前
稿
末
尾
に
予
告
し
た

疑
点
二
点
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、
小
稿
は

施
注
の
必
要
な
く
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
和
文
の
「
む
と
す
」
を

「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
と
し
て
認
識
し
、
適
切
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
読

者
に
は
、煩
わ
し
さ
な
く
読
ん
で
い
た
だ
け
よ
う
と
思
う
。用
例
資
料
も
、

前
稿
と
同
じ
く
、
す
べ
て
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い

る
中
古
の
作
品
に
限
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
該
当
用
例
分
析
の
過
程
で
、

「
む
と
す
」
か
ら
発
展
し
た
「
む
と
す
ら
む
」、「
む
と
す
」
の
約
音
と
さ

れ
る
「
む
ず
」、
さ
ら
に
「
む
ず
ら
む
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
む
」

の
読
み
分
け
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
思
え
て
き
た
。

ま
た
、
あ
の
猫
ま
た
の
「
食
は
ん
と
す
。」
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、

現
場
的
な
模
範
解
答
に
合
わ
せ
て
、
模
範
解
説
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
い
う

思
い
と
期
待
と
が
去
来
し
て
、
現
在
、
な
お
消
え
て
い
な
い
。

　
　
　

二
、「
…
む
」
を
受
け
る
指
定
の
複
合
辞
「
と
す
」
の
認
識

　

指
定
の
助
動
詞
「
と
」
と
指
定
の
助
動
詞
「
す
」
と
に
注
目
し
た
の
は
、

時
枝
文
法
で
あ
っ
た
。
た
だ
、「
と
す
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
が
、「
と
す
」
の
「
と
」
に
つ
い
て
も
、「
と
す
」
の
「
す
」
に

つ
い
て
も
注
目
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
辞
典
立
項
な
ど
の
術
語
を
借
り
る

と
、連
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
、連
語
助
動
詞
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
近
年
、
一
部
の
日
本
語
文
法
の
世
界
で
は
、
連
語
助
詞
・
連
語

助
動
詞
を
複
合
辞
と
呼
ん
で
取
り
扱
っ
て
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。確
か
に
、

「
と
す
」
は
、「
と
す
」
と
し
て
一
定
の
機
能
を
発
揮
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
と
」
に
引
用
の
格
助
詞
性
も
見
え
、「
す
」
に
自
動
詞
・
他
動
詞
の
別
も
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感
得
さ
れ
る
。

　
「
と
す
」
は
、
体
言
性
の
語
句
を
受
け
て
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
る
指
定
の
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
上
代
漢
字
文
献
の
訓
読

用
例
か
ら
、
そ
れ
は
容
易
に
確
認
で
き
る
。「
大お
ほ

穴あ
な

牟む

遅ぢ
の

神か
み

に
袋ふ
く
ろ

を
負お
ほ

せ

て
、
従と
も

者び
と

と
為し

て
」（
古
事
記
・
上
・
75
ペ
）「
其
の
我わ

が
女む
す
め

須す

世せ

理り

毘び

売め

を
適む
か

妻ひ
め

と
為し

て
」（
古
事
記
・
上
・
85
ペ
）「
此こ

の
天す
め
ら

皇み
こ
と、
沙さ

本ほ

毘び

売め

を
以も
ち

て
后き
さ
き

と
為せ

し
時
に
」（
古
事
記
・
中
・
198
ペ
）
な
ど
の
「
と
す
」
で

あ
る
。
そ
の
後
、
そ
の
「
と
す
」
は
、
活
用
語
を
も
受
け
て
、
具
体
的
に

い
え
ば
動
詞
終
止
形
を
受
け
て
、
一
定
の
動
作
に
方
向
づ
け
る
表
現
を
構

成
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
和
歌
の
「
待
つ

0

0

と
せ
し
ま
に
」（
古
今
・
⑮

恋
五
・
七
七
○
）「
か
く
る

0

0

0

と
す
れ
ど
」（
古
今
⑬
恋
三
・
六
七
二
）
な
ど
か

ら
、
ま
た
、
物
語
の
「
ま
う
づ

0

0

0

と
し
け
れ
ど
」（
伊
勢
・
二
三
）「
つ
つ
む

0

0

0

と
す
れ
ど
」（
源
氏
・
東
屋
）
な
ど
か
ら
、
そ
の
表
現
形
式
の
存
在
が
認

識
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
と
す
」
は
、
そ
れ
ら
と
は
比
較
に
な
ら
な
い

ほ
ど
大
量
に
、
助
動
詞
「
む
」
を
下
接
し
た
「
動
詞
＋
む
」
を
受
け
る
用

例
を
見
せ
る
。
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
和
文
そ
の
も
の
に
始
ま
る
と
も

い
わ
れ
る
が
、
漢
文
訓
読
か
ら
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
「
む
と
す
」
は
、
単
に
「
動
詞
＋
む
」
に
「
と
す
」
が
付
い
て
い

る
も
の
も
あ
る
が
、
中
古
の
仮
名
文
献
を
見
て
も
、
助
動
詞
「
む
」
で
終

わ
る
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て
い
る
と
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
、「〈
…

む
〉
と
す
」
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
判
断
し
て
い
る
。
前

稿
に
お
い
て
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
と
呼
び
、
小
稿
も
そ
れ
に
倣
う
所

以
で
あ
る
。

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
う
ち
、
最
も
明
快
に
読
み
分
け
ら
れ
る
の
は
、

第
三
人
称
の
う
ち
の
無
意
志
物
を
主
体
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
「
む
」
は

推
量
で
あ
り
、「
す
」
は
自
動
詞
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
な
か
で
、
最
も
鮮
や
か
に
読
み
分
け
ら
れ
る
一
群
で
あ
る
。
続
い

て
、
第
一
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
が
注
目
さ
れ
て
、
そ
の
多

く
が
、「
む
」
は
意
志
、「
す
」
は
他
動
詞
と
読
み
と
れ
た
。
こ
の
一
群
も
、

容
易
に
判
読
で
き
る
。
し
か
し
、
僅
か
だ
が
、「
む
」
が
推
量
、「
す
」
が

自
動
詞
と
読
み
と
れ
る
第
一
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
も
存
在

し
た
。
注
目
し
た
い
。
人
称
を
移
し
た
第
二
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
は
、
用
例
が
極
め
て
限
ら
れ
て
、
疑
問
文
と
し
て
の
用
例
で
、
不
定

語
や
問
い
の
係
助
詞
と
関
連
し
て
、「
む
」
が
推
量
を
意
味
す
る
も
の
と

意
志
を
意
味
す
る
も
の
と
が
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
だ
け
で
な
く
、
神
託
と

い
っ
て
よ
い
お
告
げ
の
な
か
に
見
る
用
例
が
見
ら
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
は
、「
む
」
が
推
量
、

「
す
」
が
自
動
詞
と
読
み
と
れ
る
用
例
が
、
予
想
以
上
多
く
存
在
し
た
。

た
だ
、
現
代
人
は
、
そ
の
「
む
」
を
意
志
と
読
み
と
る
の
で
は
な
い
か
と

も
思
え
た
。
そ
し
て
、
い
ま
一
群
、「
む
」
が
意
志
、「
す
」
が
他
動
詞
と
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読
み
と
れ
る
一
群
が
存
在
し
た
。
小
稿
は
、
こ
の
人
称
の
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
に
絞
っ
て
、
そ
の
「
む
」
に
意
志
の
意
が
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

経
緯
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
敬
語
表
現
と
の
関
連
と
に
つ
い
て
の
検
討
を

目
的
と
し
て
い
る
。
前
稿
に
予
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

実
は
、「
と
す
」
を
伴
わ
な
い
段
階
で
は
推
量
を
表
す
こ
と
の
な
か
っ

た
第
一
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
も
、
そ
の
「
む
」
が

推
量
の
意
を
担
う
こ
と
に
な
る
用
例
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
疑
問
文
で

あ
る
こ
と
と
も
併
せ
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ

こ
に
も
、
推
量
の
「
む
」
が
意
志
の
「
む
」
に
転
換
し
て
い
て
、
そ
れ
は
、

主
体
意
識
の
転
換
と
い
う
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
人
称
人
物
主

体
［〈
…
む
〉
と
す
］
表
現
の
「
む
」
が
意
志
の
意
を
担
う
用
例
と
は
逆

方
向
の
転
換
で
は
あ
る
が
、
転
換
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
と

見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
以
上
と
は
別
の
視
点
か
ら
の
考
察
も
必
要

と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
…
む
と
す
」
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
か
と
思

わ
れ
、
そ
の
「
む
」
の
直
上
の
動
詞
の
動
作
・
作
用
な
ど
の
直
前
段
階
に

あ
っ
て
、
事
態
が
そ
の
方
向
に
向
け
て
進
行
し
て
い
く
情
況
を
描
写
す
る

表
現
で
は
な
い
か
と
も
見
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
つ
い
て

は
、
現
代
語
の
複
合
辞
「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
か
ら
気
づ
か
さ
れ
た
、

と
、
い
ま
、
内
省
し
て
い
る
。

　
　
　

三
、�

主
体
無
意
志
情
況
時
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
再
確
認

　

第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、
第
三
人
称
人
物
主

体
の
「
む
」
文
末
文
に
「
と
す
」
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
三
人

称
人
物
主
体
の
「
む
」
文
末
文
の
「
む
」
は
、
推
量
の
意
を
し
か
表
さ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体
が
無
意
志
情
況
に
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
も
、

推
量
の
意
の
ま
ま
で
あ
る
。
第
三
人
称
無
意
志
物
「〈
…
む
〉
と
す
」
表

現
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体
が
有
意

志
情
況
に
な
っ
た
場
合
に
は
、そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体「〈
…
む
〉と
す
」

表
現
の
「
む
」
は
、
意
志
の
意
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
主

体
無
意
志
情
況
時
の
用
例
に
つ
い
て
、前
稿
に
も
引
い
た
用
例
に
よ
っ
て
、

い
ま
一
度
、
そ
の
「
む
」
が
推
量
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。

　

⑴�
…
、
国く
に

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

宮
ノ
女
性
ニ
〕
も
は
ら
あ
ひ
ご
と
も
え
せ
で
〔
伊
勢
ノ
斎
宮
ノ
女
性
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ハ
〕〈
明
け
ば〔
狩
ノ
使
ノ
昔
男
＝
カ
レ
〕尾を

張は
り

の
国
へ
た
ち
な
む
〉

と
す
れ
ば
、男
も
人
し
れ
ず
血
の
涙
を
流
せ
ど
、え
あ
は
ず
。（
伊
勢
・

六
十
九
・
狩
の
使
・
174
ペ
）

　
　

�

早
速
、
該
当
部
分
を
、「
む
」
文
末
文
に
し
て
み
よ
う
。「
明
け
ば�

〔
狩
ノ
使
ノ
昔
男
〕
尾を

張は
り

の
国
へ
た
ち
な
む
。」
と
な
る
。
そ
の
人

物
主
体
「
狩
ノ
使
ノ
昔
男
」
が
無
意
志
情
況
時
に
あ
る
の
で
、
そ
の

「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
、「〈
明
け
ば
〔
狩
ノ
使
ノ
昔
男
＝
カ
レ
〕

尾
張
の
国
へ
た
ち
な
む
〉
と
す
れ
ば
、
」
と
い
う
第
三
人
称
の
ま
ま

な
の
で
、「
む
」
は
推
量
の
ま
ま
と
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

確
認
は
、「
ワ
レ
」
に
転
換
で
き
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

続
く
「
男
も0

人
し
れ
ず
」
か
ら
も
、
そ
こ
ま
で
が
伊
勢
の
斎
宮
の
女

性
が
受
け
と
め
た
心
象
の
描
写
と
い
う
よ
う
に
も
見
え
て
こ
よ
う
。

　

⑵�

少
弐
、
任
は
て
て
〈〔
乳
母
ノ
夫
ノ
太
宰
少
弐
＝
カ
レ
〕
上
り
な

むｍ

〉
と
す
る
に
、
遙
け
き
ほ
ど
に
、
こ
と
な
る
勢
ひ
な
き
人
は
、
た

ゆ
た
ひ
つ
つ
す
が
す
が
し
く
も
出
で
立
た
ぬ
ほ
ど
に
、〈〔
乳
母
ノ

夫
ノ
太
宰
少
弐
＝
カ
レ
〕
重
き
病
し
て
、ト
ル

死
な
むｎ

〉
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
・

〔
三
〕・
91
ペ
）

　

傍
線
部
ｍ
「〈
…
む
〉
と
す
」
の
主
体
も
傍
線
部
ｎ
「〈
…
む
〉
と
す
」

の
主
体
も
、
と
も
に
「
乳
母
の
夫
ノ
太
宰
少
弐
」
で
あ
る
。
ｎ
の
「
と
す

る
」
が
受
け
る
「
む
」
文
末
文
は
「〈
重
き
病
し
て
死
な
む
。」
と
読
み
と

れ
て
、
そ
の
読
点
（
、
）
は
ト
ル
と
し
て
、〈
重
き
病
し
て
死
な
む
〉
と

し
た
い
。
重
い
病
気
に
か
か
っ
て
死
期
の
近
い
こ
と
が
感
じ
と
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
自
死
し
よ
う
な
ど
と
思
っ
て
い
る
情
況
で
は
な
い
。
そ
の

「
む
」
が
推
量
で
あ
る
こ
と
、
明
ら
か
で
あ
る
。
戻
っ
て
、
ｍ
の
「〈
上
り

な
む
〉
と
す
る
に
、
」
を
見
た
と
き
、「
任
は
て
て
」
と
い
う
〈
任
期
が

終
わ
っ
て
〉
に
続
い
て
い
る
。
任
期
が
終
わ
っ
た
ら
、
帰
京
す
る
の
が
当

然
で
あ
る
。〈
間
違
い
な
く
上
京
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら

れ
る
が
、
筑
紫
か
ら
は
遠
く
、
財
力
も
関
係
し
て
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ｎ
の
「
む
」
が
推
量
で
あ
る
こ
と
は
前
稿
に
お
い
て
確
認
済

み
だ
が
、
ｍ
に
つ
い
て
も
、
当
代
の
「
な
む
」
の
「
む
」
は
大
方
が
推
量

で
、
意
志
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
況
に
は
な
い
。
ｍ
・
ｎ
と
も
に

主
体
人
物
は
少
弐
で
、「
カ
レ
」
の
ま
ま
で
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
あ
る
。

　

⑶�

〈〔
俊
蔭
＝
カ
レ
〕
唐も
ろ
こ
し土

に
至
ら
む
〉
と
す
る
ほ
ど
に
、
あ
た
の

風
吹
き
て
、
三
つ
あ
る
船
二
つ
そ
こ
な
は
れ
ぬ
。（
う
つ
ほ
・
一
・

俊
蔭
・〔
三
〕・
21
ペ
）
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俊
蔭
漂
流
が
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
既
に
遣
唐
使
船
に
乗
り
組
ん

で
い
て
、
時
間
の
推
移
か
ら
見
て
、〈
唐
土
に
到
着
す
る
で
あ
ろ
う
〉
と

感
じ
ら
れ
る
、
そ
の
間
に
お
い
て
、
と
い
う
情
況
の
描
写
で
あ
る
。「
ほ

ど
に
」
に
連
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
う
感
じ
と
れ
よ
う
。
主
体

人
物
は
、
も
ち
ろ
ん
俊
蔭
で
、「
カ
レ
」
の
ま
ま
で
読
ん
で
い
け
る
。

　

第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
推
量
で
あ

る
と
読
み
分
け
ら
れ
る
用
例
は
、
中
古
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、
意
志
と
読

み
と
れ
る
用
例
よ
り
も
多
い
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

多
く
が
、「
む
」の
上
の
動
詞
が
尊
敬
語
表
現
と
な
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
用
例
は
、
追
っ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
本
節

に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
判
読
に
悩
む
よ
う
な
用
例
を
あ
え
て
取
り

上
げ
る
よ
う
努
め
た
次
第
で
あ
る
。

　
　
　

四
、�

主
体
有
意
志
情
況
時
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
人
称
転
換

　

第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
は
、
本
来
は

推
量
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
第
三
人
称

主
体
の
「
む
」
文
末
文
の
「
む
」
は
、
無
意
志
物
主
体
の
場
合
は
も
ち
ろ

ん
、
人
物
主
体
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
推
量
で
あ
っ
て
、「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
「
と
す
」
は
、
そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体
の
「
む
」
文
末
文
を
受

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
主

体
有
意
志
情
況
時
に
は
、
そ
の
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
「
む
」
が
意
志
の
意
と
し
て
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実

に
つ
い
て
、
い
ま
筆
者
は
、
そ
の
有
意
志
情
況
時
に
、
第
三
人
称
人
物
主

体
を
第
一
人
称
人
物
主
体
に
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
む
」

に
意
志
の
意
を
担
わ
せ
た
も
の
と
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
意
志
の
意
を
表
す

用
例
番
号
に
つ
い
て
は
、
〇
で
囲
む
こ
と
に
す
る
。

　

（④）�

北き
た

の
方か
た

、
心
や
い
か
が
お
は
し
け
む
、
つ
か
う
ま
つ
る
御ご

達た
ち

の
数か
ず

に

だ
に
思お
ぼ

さ
ず
、
寝し
ん

殿で
ん

の
放は
な
ち

出い
で

の
、
ま
た
一ひ
と

間ま

な
る
落お
ち

窪く
ぼ

な
る
所
の
、

二ふ
た

間ま

な
る
に
な
む
住
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
。「
君き
ん

達だ
ち

」
と
も
言
は
ず
、

「
御お
ん

方か
た

」
と
は
ま
し
て
言
は
せ
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
。〈〔
中
納
言

ノ
北
ノ
方
＝
カ
ノ
女
→
ワ
レ
〕
名
を
つ
け
む
〉
と
す
れ
ば
、
さ

す
が
に
〈
お
と
ど
の
思お
ぼ

す
心
あ
る
べ
し
〉
と
つ
つ
み
た
ま
ひ
て
、

「
落お
ち

窪く
ぼ

の
君
と
い
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
人
々
も
さ
言
ふ
。（
落
窪
・

一
・〔
一
〕・
17
ペ
）
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中
納
言
の
北
の
方
の
お
子
た
ち
が
多
い
な
か
、
皇
族
出
の
女
性
腹
に
生

ま
れ
た
継
子
の
主
人
公
に
は
呼
び
名
も
な
か
っ
た
の
で
、「〈〔
中
納
言
ノ

北
ノ
方
→
ワ
レ
〕
名
を
つ
け
む
〉
と
す
れ
ば
、
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
「
む
」
は
直
ち
に
意
志
と
読
み
と
れ
て
し
ま
お
う
が
、
そ
れ
は
、
他

動
詞
「
つ
け
（
→
つ
く
）」
に
付
い
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
む
」
文
末
文
と
し
て
の
確
認
で
あ
る
。

「〈〔
中
納
言
ノ
北
ノ
方
〕
名
を
つ
け
む
。」
は
、
主
体
が
無
意
志
情
況
時

な
ら
、「〔
中
納
言
ノ
北
ノ
方
＝
カ
ノ
女
〕
名
を
つ
け
む
。」
で
、「
む
」

は
推
量
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
先
立
つ
表
現
か
ら
も
、
続
く
「
落
窪
の

君
と
言
へ
」
な
ど
か
ら
も
、
中
納
言
の
北
の
方
の
意
志
が
見
え
て
き
て
、

主
体
が
有
意
志
情
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
、「〔
中
納
言
ノ
北
ノ
方
＝

カ
ノ
女
→
ワ
レ
〕
名
を
つ
け
む
。」
と
な
っ
て
通
読
が
可
能
と
な
る
の

で
あ
る
。「
ワ
レ
」
に
転
換
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
第
三
人
称
人
物
主

体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
を
深
層
に
お
い
て
第
一
人
称
主
体
「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
に
転
換
さ
せ
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
は
「
む
」
文
末
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て
構
成

さ
れ
て
い
る
と
い
う
生
成
過
程
か
ら
考
え
て
、
そ
の
「
む
」
が
意
志
の
意

を
担
う
第
三
人
称
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ

う
な
主
体
認
識
を
深
層
に
お
い
て
転
換
さ
せ
て
成
立
し
た
と
考
え
る
以
外

に
、
い
ま
適
切
な
考
え
が
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
こ
の
考
え
と
て
、
多
く
の

不
安
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
と
で
も
考
え
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で

あ
る
。
深
層
に
お
い
て
、「
カ
レ
」「
カ
ノ
女
」
が
「
ワ
レ
」
に
転
換
さ
れ

る
瞬
間
が
あ
っ
た
と
見
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

⑸�

ま
た
、
十か
む
な
づ
き月

ば
か
り
に
、「
そ
れ
は
し
も
、
や
ん
ご
と
な
き
こ
と
あ

り
」
と
て
〈〔
夫
ノ
兼
家
＝
カ
レ
〕
出
で
むｏ

〉
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

ノ
兼
家
→？

ワ
レ
〕
出
で
むＰ

〉
と
す
。（
蜻
蛉
・
上
・〔
一
○
〕・
113
ペ
）

　
「
夫
ノ
兼
家
」
は
放
っ
て
お
け
な
い
用
事
が
あ
っ
て
、〈
出
か
け
る
で
あ

ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
ん
な
時
に
、
あ
い
に
く
雨
が
降
っ
て
き
た
の

だ
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、〈
出
か
け
る
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
た
、

と
い
う
よ
う
に
、
一
旦
は
読
み
と
っ
て
お
き
た
い
。
ｏ
の
「〈
出
で
む
〉

と
す
る
に
、
」
の
よ
う
に
「
に
、
」、
ま
た
「
ほ
ど
に
、
」
な
ど
を
後
続

さ
せ
る
場
合
も
、
ｐ
の
「〈
出
で
む
〉
と
す
。」
の
よ
う
に
「
と
す
。」
で

言
い
切
っ
て
い
る
場
合
も
、
情
況
の
描
写
が
多
く
、
そ
れ
ら
の
「
む
」
は

推
量
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
ｏ
が
兼
家
の
止
む
な
く
出
か
け
て
い

く
情
況
を
描
写
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ｐ
は
雨
が
降
る
に
も
拘
わ
ら
ず

出
か
け
て
い
く
兼
家
の
心
情
を
述
べ
て
い
て
、
一
瞬
、
兼
家
の
立
場
で
述

べ
て
い
る
か
に
も
思
わ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
直
上
の
「
な
ほ
」
が
、
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そ
う
思
わ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

道
綱
の
母
は
、夫
に
は
敬
語
を
用
い
て
い
な
い
。そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
か
、
ｏ
は
「〈
出
で
た
ま
は
む
〉
と
す
る
に
、
」
と
読
め
て
し
ま
い
、

ｐ
は
「〈
出
で
む
〉
と
し
た
ま
ふ
。」
と
読
め
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。ｏ
・

ｐ
と
も
、
表
現
形
式
か
ら
は
、
そ
の
「
む
」
は
推
量
で
、「
す
」
は
自
動

詞
と
感
じ
と
れ
る
。
た
だ
、
当
代
の
長
め
の
一
文
の
展
開
か
ら
、ｐ
に
は
、

兼
家
が
〈〔
ワ
レ
〕
出
で
む
〉
と
言
っ
て
、
そ
の
行
動
ま
で
が
見
え
て
く

る
よ
う
な
の
で
あ
る
。そ
う
で
は
あ
る
が
、そ
う
と
言
い
切
れ
な
い
の
が
、

こ
の
用
例
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
、
ｐ
の
「
む
」
も
ま
た
推
量
と
見
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

（⑥）�

…
、
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
〕〈〔
帝
→
ワ
レ
〕
さ
さ
ん
〉
と

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

る
心
地
ぞ
、目
も
く
れ
て
、は
か
ば
か
し
う
も
見
え
ぬ
。（
讃
岐
・
上
・

〔
一
五
〕・
411
ペ
）

　

引
き
続
い
て
日
記
か
ら
で
あ
る
が
、
物
語
に
多
い
第
三
人
称
人
物
主
体

の
意
志
を
表
す
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
契
機
と
な
る
用
例
は
、
あ
る

い
は
、
日
記
・
随
筆
な
ど
、
実
在
人
物
に
つ
い
て
述
べ
た
な
か
に
見
ら
れ

な
い
か
、
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
い
に
く
と
、
こ
の
用
例
は
、
時
代

的
に
も
下
っ
て
か
ら
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
契
機
が
少
し
く
見
え
て

く
る
用
例
で
あ
る
。
右
は
、
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
。
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

腫く

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
。
そ
の
「
せ
」
に
は
具
体
的
な
動
作
の
動
き
が
感
じ
と
れ
、「
と
」

が
引
用
す
る
〈
さ
さ
ん
〉
が
〈〔
カ
レ
〕
さ
さ
ん
〉
で
は
な
く
、〈〔
ワ
レ
〕

さ
さ
ん
〉
と
な
っ
て
帝
の
意
志
を
表
し
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
る
。
こ

の
表
現
が
構
成
さ
れ
た
背
景
に
は
、あ
ら
か
じ
め
述
べ
ら
れ
た
波
線
部「
さ

さ
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
る
な
め
り
」
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
、「
む
」
が
意

志
の
意
と
な
る
用
例
は
、
物
語
の
な
か
の
登
場
人
物
が
、
会
話
文
の
な
か

で
、
第
三
人
称
人
物
主
体
の
意
志
を
心
内
文
と
し
て
語
る
際
に
現
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
に
気
づ
か
さ
れ
た
。

　

（⑦）�

…
、若
き
人
々
、「
い
で
や
、お
ほ
よ
そ
人
だ
に
、今け

ふ日
の
物
見
に
は
、

大
将
殿
を
こ
そ
は
、
あ
や
し
き
山
が
つ
さ
へ
〈〔
あ
や
し
き
山
が
つ
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→
ワ
レ
〕〉
見
た
て
ま
つ
ら

0

0

0

0

0

ん
〉
と
す
な
れ
。
…
」
と
て
、
…
。（
源

氏
・
二
・
葵
・〔
四
〕・
21
ペ
）

　

新
斎
院
御ご

禊け
い

の
日
を
前
に
し
て
、
若
い
女
房
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
、
山や
ま

賤が
つ

の
〈
拝
見
し
よ
う
〉
と
い
う
声
を
伝
聞
形
式
で
話
題
に

し
て
い
る
。
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
あ
る
が
、

そ
の
表
現
を
深
層
に
お
い
て
、
第
一
人
称
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
転

換
さ
せ
て
伝
聞
の
助
動
詞
「
な
れ
（
→
な
り
）」
を
添
え
て
い
る
。
そ
の

心
内
文
に
お
い
て
、
客
体
尊
敬
の
謙
譲
語
補
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
を

添
え
て
〈
見
た
て
ま
つ
ら

0

0

0

0

0

ん
〉
と
し
て
い
る
点
も
、
意
志
の
姿
勢
を
闡
明

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
や
が
て
は
、
地
の
文
の
な
か
に
、
意

志
の
意
を
表
す
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
と
し
て
採

用
さ
れ
、
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
見
え
て
く
る
。

　

（⑧）
大
将
殿
に
は
、
二
十
七
日
出
で
来
た
る
乙お
と

子ね

に
な
む
、〈
嵯
峨
の
院

に
〔
左
大
将
正
頼
→
ワ
レ
〕
御
賀
参
ら

0

0

む
〉
と
し
た
ま
ひ
け
る
。

（
う
つ
ほ
・
一
・
嵯
峨
の
院
・〔
三
一
〕・
367
ペ
）

　

右
の
「
大
将
殿
」
と
は
、
左
大
将
正
頼
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
左
大
将

正
頼
が
〈
嵯
峨
の
院
で
后
の
宮
の
六
十
の
算
賀
を
お
祝
い
も
う
し
あ
げ
よ

う
〉
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
手
配
を
お
進
め
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ

る
。「
大
将
殿
に
は
、
」
は
、
文
末
の
「
し
た
ま
ひ
け
る
。」
が
こ
れ
に
応

じ
て
い
て
、
こ
の
一
文
の
主
体
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
「
…
に
は
、
」

が
、
尊
敬
の
表
現
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
「〈
…
御
賀
を
参

ら
ん
〉
と
し
」
の
主
体
人
物
も
左
大
将
正
頼
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
「
正
頼
」
を
「
カ
レ
」
で
は
な
く
、
深
層
に
お
い
て
「
ワ
レ
」
に
転
換

さ
せ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
み
と
れ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
そ
の
動
作
が
、「
御
賀
参
る
」
の
「
参
る
」
と
い
う
謙
譲
語

動
詞
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
意
志
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
闡
明
す

る
謙
譲
語
動
詞
で
あ
る
。
加
え
て
、
次
節
に
お
い
て
詳
説
す
る
尊
敬
語
の

補
助
動
詞
「
た
ま
ひ
（
→
た
ま
ふ
）」
が
、
そ
の
意
志
の
意
を
担
う
「
…

む
と
し
（
→
む
と
す
）」
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
む
」
が
意
志
で

あ
る
こ
と
、
明
白
で
あ
る
。

　

以
上
、
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
う
ち
の
「
む
」

が
意
志
の
意
を
表
す
（④）
・
（⑥）
・
（⑦）
・
（⑧）
の
用
例
に
つ
い
て
、
人
称
転
換
と

い
う
視
点
か
ら
確
認
し
て
み
た
。
た
だ
、
中
古
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表

現
全
体
か
ら
見
た
と
き
、
こ
の
一
群
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
と
い
う

の
が
、
そ
の
印
象
で
あ
る
。
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五
、�「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
尊
敬
語
表
現
を

受
け
る
用
例

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
尊
敬
語
表
現
を
受
け
る
次
の
用
例

に
つ
い
て
は
、
そ
の
尊
敬
語
表
現
が
、
自
敬
表
現
な
の
か
、
作
者
の
帝
へ

の
尊
敬
語
表
現
な
の
か
に
、ま
ず
悩
ま
さ
れ
る
。さ
ら
に
、そ
の「
む
」は
、

帝
の
意
志
な
の
か
に
つ
い
て
も
悩
ま
さ
れ
る
。

　

⑼�

こ
れ
な
ら
む
と
思お
ぼ

し
て
、
逃
げ
て
入
る
袖そ
で

を
と
ら
へ
た
ま
へ
ば
、

面お
も
て

を
ふ
た
ぎ
て
さ
ぶ
ら
へ
ど
、
初は
じ

め
よ
く
御
覧
じ
つ
れ
ば
、
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
、〔
帝

＝
カ
レ
〕〈
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
〕・
61
ペ
）

　

帝
が
狩
を
よ
そ
お
っ
て
、
か
ぐ
や
姫
に
会
い
に
行
き
、「〈
率
て
お
は
し

ま
さ
む
〉
と
す
る
」
場
面
で
あ
る
。
実
は
、
続
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
展

開
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
も
「
率
て
お
は
し
ま
さ
む
」
と
い
う
表
現
が
現

れ
る
の
で
あ
る
。

　

〇�

「
お
の
が
身
は
、こ
の
国
に
生
ま
れ
は
べ
ら
ば
こ
そ
、使
ひ
た
ま
は
め
、

い
と
率
て
お
は
し
ま
し
が
た
く
や
は
べ
ら
む
」
と
奏
す
。
帝
、「
な

ど
か
さ
あ
ら
む
。
な
ほ

0

0

率
て
お
は
し
ま
さ
む
」
と
て
、
御お
ほ
ん

輿こ
し

を
寄

せ
た
ま
ふ
に
、
そ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影か
げ

に
な
り
ぬ
。（
同
右
）

　

帝
の
発
言
に
見
る
「
率
て
お
は
し
ま
さ
む
」
は
、
そ
の
直
上
の
副
詞
が

〈
や
は
り
〉
の
意
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
「
む
」
が
意
志
を
表
す
と

見
て
よ
く
、
そ
こ
で
そ
の
「
率
て
お
は
し
ま
さ
（
む
）」
は
、
自
敬
表
現

と
見
て
よ
い
用
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑼
の
「〈
率
て
お
は
し
ま
さ
む
〉

と
す
る
に
、
」
は
、
帝
が
〈
連
れ
て
い
ら
つ
し
ゃ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
、
そ
の
時
に
、
と
い
う
こ
と
で
、
帝
の
意
志
は
現
に

「
ゆ
る
さ
じ
と
す
」
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
情
況
の
描
写
や
、

次
の
か
ぐ
や
姫
の
発
言
の
な
か
の
「
率
て
お
は
し
ま
し
（
が
た
く
）」
な

ど
に
引
か
れ
て
、
帝
の
発
言
の
な
か
の
自
敬
表
現
と
な
っ
た
も
の
で
、
こ

れ
は
、
物
語
執
筆
者
の
意
識
の
問
題
で
も
あ
る
。
念
の
た
め
言
い
添
え
る

と
、
⑼
は
、「〈〔
帝
＝
カ
レ
〕
率
て
お
は
し
ま
さ
む
〉
と
す
る
に
、
」

の
ま
ま
読
ん
で
い
く
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
率
て
行
く

と
い
う
事
態
に
向
け
て
進
行
す
る
、
そ
の
直
前
に
あ
る
情
況
の
描
写
と
も

い
え
よ
う
か
。

　

さ
て
、
尊
敬
語
表
現
の
な
か
に
は
、
二
方
向
へ
の
敬
語
と
い
う
尊
敬
語
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表
現
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
用
例
は
、
複
数
の
人
物
が
登
場
す
る
場
面
に
お

い
て
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

⑽�

皇み

子こ

は
か
く
て
も
い
と
御
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
＝
カ
レ
〕
ま0

か
で

0

0

た
ま
ひ
な
む
〉
と
す
。（
源
氏
・
一
・
桐
壺
・〔
五
〕・
24
ペ
）

　

母
の
桐
壺
の
更
衣
亡
き
後
、
つ
ま
り
、
母
亡
き
後
、
そ
の
皇み

子こ

が
宮
中

に
お
と
ど
ま
り
に
な
る
前
例
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、〈
そ
の
第
二
皇
子
は

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

い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
「
む
」
を
、
皇
子
の
意
志
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
先
師
・
今
泉
忠
義
遺
著
『
源
氏
物
語
語
法
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和

五
十
二
年
）
は
、
同
じ
桐
壺
の
巻
の
こ
の
箇
所
に
先
立
つ
「
ま
か
で
な
ん

と
し
給
ふ
を
」
の
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
ま
か
で
給
ひ
な
ん
と
す
」
と
の
相

違
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
、
問
題
提
起
し
て
い
る
。
先
師
は
、
尊
敬

語
「
給
ふ
」
を
ど
こ
に
用
い
る
か
を
国
語
史
の
面
か
ら
考
え
る
方
向
に
向

け
て
の
ヒ
ン
ト
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、筆
者
は
、そ
の
問
題
を「〈
…
む
〉

と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
推
量
の
意
を
担
っ
て
そ
の
情
況
を
描
写
す
る
表

現
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、「
む
」
が
主
体
人
物
の
意
志
を
表
し
て
そ
の

方
向
に
向
け
て
の
動
き
を
述
べ
る
表
現
で
あ
る
か
に
よ
る
相
違
で
あ
ろ
う

と
見
て
い
る
。

　

先
師
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現

の
「
む
」
が
尊
敬
語
表
現
を
受
け
る
用
例
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
多
い
。

先
師
も
そ
こ
に
引
く
、
そ
の
用
例
の
な
か
か
ら
、
い
ま
一
用
例
、
引
く
こ

と
と
す
る
。

　

⑾�

〈
大お

ほ

后き
さ
き

〔
＝
カ
ノ
女
〕
も
参
り

0

0

た
ま
は
む
〉
と
す
る
を
、
中
宮
の

か
く
お
は
す
る
に
御
心
お
か
れ
て
、
思
し
や
す
ら
ふ
ほ
ど
に
、　

お

ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
さ
ま
に
も
お
は
し
ま
さ
で
隠
れ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。

（
源
氏
・
二
・
賢
木
・〔
一
○
〕・
97
ペ
）

　

桐
壺
院
崩
御
直
前
、
弘
徽
殿
の
大
后
も
、
藤
壺
の
中
宮
が
付
き
添
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
遠
慮
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
、
桐
壺
院

の
ご
臨
終
と
い
う
こ
と
で
、〈
大
后
も
お
見
舞
い
に
参
上
な
さ
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
と
れ
た
が
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「
大
后
も
」

の
「
大
后
」
を
「
ワ
レ
」
に
転
換
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
「
む
」
の
上
に
尊
敬
語
表
現
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
情
況
描
写

が
始
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
む
」
を
意
志
と
読
む

こ
と
は
無
理
で
あ
る
。



― 49 ― 第三人称人物主体「〈…む〉とす」表現の読解
　
　
　

六
、�「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
す
」
が
尊
敬
語
表
現
化

さ
れ
る
と
い
う
こ
と

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
意
志
の
意
を
表
す
と
読
み
と
れ
た

と
き
、
そ
の
「
す
」
に
は
、
積
極
的
に
振
る
舞
う
他
動
詞
性
が
感
じ
と
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
現
に
取
り
上
げ
て
き
た
用
例
（④）
・
（⑥）
・
（⑦）
・
（⑧）
に
、
再

度
当
た
っ
て
み
て
も
、
そ
う
感
じ
と
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
見
て
い

こ
う
と
す
る
用
例
が
、
そ
の
「
す
」
に
尊
敬
語
の
補
助
動
詞
を
添
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
、
他
動
詞
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

だ
、
と
思
っ
て
い
る
。

　

（⑫）�

そ
の
年
の
夏
、
御み

息や
す

所ど
こ
ろ、

は
か
な
き
心
地
に
わ
づ
ら
ひ
て
、〔
母
ノ

御
息
所
ハ
〕〈〔
母
ノ
御
息
所
→
ワ
レ
〕
ま
か
で

0

0

0

な
ん
〉
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
・〔
四
〕・

21
ペ
）

　

母
の
御
息
所
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
で
養
生
の
た
め
、
宮
中
か
ら
の

退
出
を
願
い
出
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。「〈
ま
か
で
た
ま
ひ
な
ん
〉
と
す

る
を
、
」
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
本
人
の
意
志
で
な
く
、
周
囲
の
状
況
か

ら
〈
退
出
な
さ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
た
が
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
は
、
異
例
の
願
い
出
を
あ
え
て
し
た
こ
と
が
読
み

と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
し
た
ま

ふ
」
の
「
し
（
→
す
）」
に
は
、
敢
行
の
動
き
が
見
え
る
。
だ
か
ら
、「
暇

さ
ら
に
ゆ
る
さ
せ
た
ま
は
ず
。」
と
な
る
の
で
あ
る
。「〈
ま
か
で
な
ん
〉

と
し
た
ま
ふ
を
、
」
の
主
体
人
物
と
し
て
の
「
母
ノ
御
息
所
」
は
、「
カ

ノ
女
」
の
ま
ま
で
な
く
、「
ワ
レ
」
に
転
換
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

（⑬）�

…
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
も
て
離
れ
ん
こ
と
を
思
し
て
、〔
姉
ノ
大

君
ハ
〕〈〔
姉
ノ
大
君
→
ワ
レ
〕
か
た
ち
を
も
変
へ
て
ん
〉
と
し

た
ま
ひ
し
ぞ
か
し
、か
な
ら
ず
さ
る
さ
ま
に
て
ぞ
お
は
し
ま
し
、…
、

と
恥
づ
か
し
く
悲
し
く
思
せ
ど
、
…
。（
源
氏
・
五
・
宿
木
・〔
六
〕・

384
ペ
）

　

匂
宮
と
六
の
宮
と
が
婚
約
、
中
の
君
の
不
安
は
募
り
、
亡
き
姉
の
大
君

を
思
い
出
し
て
い
る
、
長
い
心
内
文
の
な
か
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
薫
を

避
け
て
、〈
い
っ
そ
、
世
俗
の
姿
を
出
家
入
道
の
姿
に
変
え
て
し
ま
お
う
〉

と
、
姉
の
大
君
が
そ
の
姿
勢
を
お
示
し
に
な
っ
た
、
と
思
い
出
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
動
作
主
体
「
姉
ノ
大
君
」
を
「
カ
ノ
女
」
の
ま
ま
に
し
て
お

か
な
い
で
、「
ワ
レ
」
に
転
換
さ
せ
て
、
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「〈
…
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む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
推
量
で
あ
る
場
合
、
そ
の
「
む
」
の
上
に

助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
「
な
」
を
冠
し
た
「〈
…
な
む
〉
と
す
」
を
間
々

見
て
き
た
が
、
こ
の
用
例
は
、
助
動
詞
「
つ
」
の
未
然
形
「
て
」
を
「
む
」

の
上
に
冠
し
て
、「〈
…
て0

む
〉
と
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
注
目
し
て
お
き

た
い
。

　

（⑭）�

童
な
る
子
の
言
ふ
や
う
、「
す
べ
て
上う
へ

の
あ
し
く
し
た
ま
へ
る
ぞ
。

何
し
に
部
屋
に
籠こ

め
た
ま
ひ
て
、
か
く
〔
母
ナ
ル
中
納
言
ノ
北
ノ

方
ハ
〕〈〔
母
ナ
ル
中
納
言
ノ
北
ノ
方
→
ワ
レ
〕
を
こ
な
る
者
に

あ
は
せ
む
〉
と
し
た
ま
ひ
し
ぞ
。
…
」
と
お
よ
ず
け
言
へ
ば
、
…
。

（
落
窪
・
二
・〔
一
四
〕・
142
ペ
）

　
「
童
な
る
子
」
は
三
郎
君
の
こ
と
で
、
落
窪
の
君
贔び
い
き屓

で
あ
る
。
そ
の

落
窪
の
君
は
、
あ
こ
ぎ
の
機
転
で
、
窮
地
を
脱
し
は
し
た
が
、
北
の
方
の

企
み
で
典
薬
の
助
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
の
母
な
る
北
の
方
の
悪
巧

み
な
ど
を
、
三
郎
君
が
ま
せ
た
批
判
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。〈
を

こ
の
君
に
あ
は
せ
む
〉
の
主
体
人
物
は
、「
母
ナ
ル
中
納
言
ノ
北
ノ
方
」

で
あ
る
が
、
そ
の
「
母
ナ
ル
中
納
言
ノ
北
ノ
方
」
を
「
カ
ノ
女
」
の
ま
ま

に
し
て
お
か
な
い
で
、「
ワ
レ
」
に
人
称
転
換
さ
せ
て
読
ん
で
い
く
構
造

の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

七
、�

あ
る
事
態
の
直
前
、
そ
の
到
着
点
に
迫
り
来
る
意
を
表

す
複
合
辞
「
む
と
す
」
へ
の
転
化

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
そ
の
「
む
」
が
文
末
と

な
る
「
む
」
文
末
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見

て
い
る
。
そ
う
思
う
と
こ
ろ
か
ら
、「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
と
表
記
し
、

そ
う
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
三
人
称
主
体
「
む
」
文
末
文
の
「
む
」
は
、
推
量
の
意
を
表

す
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
の
先
達
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
人
称
無
意
志
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現

の
「
む
」
は
、
す
べ
て
推
量
の
意
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
人
称
人

物
主
体「〈
…
む
〉と
す
」表
現
の「
む
」に
つ
い
て
見
た
と
き
、そ
の「
む
」

に
は
、
推
量
の
意
を
表
す
も
の
と
、
意
志
の
意
を
表
す
も
の
と
が
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
推
量
の
意
を
表
す
「
む
」
文
末
文
を
「
と
す
」
が
受
け
て

構
成
さ
れ
て
い
る
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
む
」

が
意
志
の
意
と
な
る
も
の
が
現
れ
る
の
か
、
大
き
な
疑
問
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
そ
の
意
志
の
意
を
表
す
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…

む
〉
と
す
」
表
現
が
現
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
表
現
す
る
瞬
間
に
、
深
層

に
お
い
て
人
称
の
転
換
を
さ
せ
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
。
第
三
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人
称
主
体
と
応
じ
て
い
た
「
む
」
を
第
一
人
称
主
体
に
応
じ
る
も
の
と
し

て
意
志
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
と
見
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

小
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
明
に
努
め
て
き
た
が
、
そ
う
い
う
こ

と
と
は
別
の
観
点
か
ら
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
転
化
も
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
、
第
三
人

称
無
意
志
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
用
例
を
見
て
い
て
、
そ
う
見

え
て
き
た
の
で
あ
る
。
あ
る
事
態
の
直
前
、
そ
の
到
達
点
に
迫
り
来
る
意

を
表
す
複
合
辞
「
む
と
す
」
と
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

〇�

か
か
る
ほ
ど
に
、
九
月
二
十
日
ば
か
り
の
夜
、
風
い
と
は
る
か
に
聞

こ
え
て
、
し
ぐ
れ
な
む
と
す
。（
う
つ
ほ
・
一
・
嵯
峨
の
院
・〔
一
一
〕・

322
ペ
）

　

侍
従
仲
忠
は
、
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
仲
澄
を
訪
ね
て
、
正
頼
の
三
条

邸
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
実
は
ひ
そ
か
に
あ
て
宮
に
近
づ
き

た
い
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
晩
秋
に
な
っ
て
、〈
間

違
い
な
く
、
い
ま
に
も
時
雨
が
降
る
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
た
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
雨
の
直
前
で
、〈
時し

ぐ雨
れ
る
〉
方
向
に
向
け
て

近
づ
い
て
い
く
情
況
と
し
て
も
受
け
と
め
ら
れ
た
。

　

そ
の
、
あ
る
事
態
の
直
前
、
そ
の
方
向
に
向
け
て
進
行
し
て
い
る
情
況

が
見
え
て
く
る
と
い
う
点
で
は
、
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」

表
現
の
う
ち
の
、「
む
」
が
推
量
の
意
の
も
の
に
は
、
さ
ら
に
重
な
っ
て

読
み
と
れ
る
用
例
が
見
え
て
き
た
。

　

〇�

…
、
た
ゆ
た
ひ
つ
つ
す
が
す
が
し
く
も
出
で
立
た
ぬ
ほ
ど
に
、
重
き

病
し
て
、イ
キ

死
な
む
と
す
る
心
地
に
も
、
…
。（
用
例
⑵
で
あ
る
が
、

符
号
は
違
え
て
あ
る
）

　

ま
ず
、
帰
京
の
段
取
り
も
ま
ま
な
ら
な
い
で
い
る
う
ち
に
、〈
重
い
病

気
に
か
か
っ
て
死
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
〉
と
感
じ
ら
れ
る
気
持
ち
に
も
、

と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
用
例
⑵
と
し
て
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し

て
、
併
せ
て
、
そ
れ
は
、
病
気
で
の
死
の
直
前
に
あ
っ
て
、
そ
の
〈
死
ぬ
〉

方
向
に
向
け
て
迫
っ
て
い
く
情
況
が
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

新
全
集
『
源
氏
物
語
』
校
訂
者
の
、
そ
の
読
点
（
、
）
は
、
そ
こ
を
意
識

し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
、
太
宰
少
弐
が
今
後
に
つ

い
て
推
量
し
て
い
る
と
読
ん
だ
第
三
節
の
筆
者
は
、
助
動
詞
「
む
」
が
本

来
有
す
る
文
法
的
な
意
味
を
意
識
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
い

か
、
と
も
思
え
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
う
と
、
用
例
⑼
に
つ
い
て
も
、
既
に
、
実
は
、
あ
る
事
態
に

向
け
て
進
行
す
る
、
そ
の
直
前
に
あ
る
情
況
の
描
写
か
、
と
も
見
て
い
た
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の
で
あ
る
。

　

〇�

…
、
初は
じ

め
よ
く
御
覧
じ
つ
れ
ば
、
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
、
…
。（
用
例
⑼
で
あ
る
が
、
符
号
は
違
え
て
あ
る
）

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
に
つ
い
て
考
察
す
る

契
機
と
な
っ
た
猫
ま
た
の
「
食
は
ん
と
す
。」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
と
り

あ
え
ず
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
を
ど
う

判
断
す
る
か
な
ど
、
放
置
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
在
は
、
と
に

か
く
、猫
ま
た
の
意
志
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
だ
け
は
、躊
躇
を
覚
え
る
。

そ
こ
で
、
猫
ま
た
に
類
し
た
、『
竹
取
物
語
』
で
の
、
く
ら
も
ち
の
皇
子

が
出
会
っ
た
と
嘘
の
つ
く
り
話
を
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
「
鬼
の
や
う

な
る
も
の
」
の
描
写
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

（⑮）�

皇
子
、
答
へ
て
の
た
ま
は
く
、「
…
、
あ
る
時
に
は
、
風
に
つ
け
て

知
ら
ぬ
国
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
、
鬼
の
や
う
な
る
も
の
い
で
来
て
、

〔
鬼
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
モ
ノ
ハ
〕〈〔
鬼
ノ
ヤ
ウ
ナ
ル
モ
ノ
→
ワ
レ
〕

殺
さ
む
〉
と
し
き
。
…
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
…
。（
竹
取
・〔
七
〕・

31
ペ
）

　

一
旦
、そ
う
読
ん
だ
う
え
で
、次
の
よ
う
に
も
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

〇�

皇
子
、答
へ
て
の
た
ま
は
く
、「
…
、鬼
の
や
う
な
る
も
の
い
で
来
て
、

殺
さ
む
と
し
き
。
…
」
と
…
。（
同
右
）

　

そ
れ
は
、
殺
害
と
い
う
事
態
の
直
前
、
そ
の
〈
殺
す
〉
方
向
に
向
け
て

迫
っ
て
く
る
情
況
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
む
と
し
（
→
む

と
す
）」
の
複
合
辞
化
に
よ
る
新
し
い
機
能
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
も
あ

る
。
そ
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
も
、
現
代
語
に
つ
い
て
の
複
合
辞
と
い

う
取
り
扱
い
を
、
知
識
と
し
て
得
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
か
、

と
、
内
省
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
、
現
代
語
複
合
辞
「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
へ
の
移
行

　
「〈
…
む
〉
と
す
」
で
あ
ろ
う
と
「
む
と
す
」
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
現
代

語
訳
は
、極
め
て
容
易
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
む
」は「
う
」

か
「
よ
う
」
で
よ
い
し
、「
と
」
は
「
と
」
の
ま
ま
で
よ
く
、「
す
」
は
活

用
形
態
を
若
干
変
え
た
「
す
る
」
に
言
い
換
え
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
古
典
語
「
む
と
す
」
は
、
直
ち
に
現
代
語
「（
よ
）
う
と
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す
る
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
、
悩
む
と
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、そ
れ
が
、大
き
な
誤
解
を
生
む
陥
穽
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

現
代
語
の
「
う
」「
よ
う
」
は
、
推
量
の
意
味
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
限
ら
れ
た
表
現
の
な
か
に
し
か
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の

殆
ど
が
、
意
志
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
人
に
と
っ
て
、「
う
」「
よ
う
」
は
、
意
志
を

し
か
意
味
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
代
人
に
と
っ
て
、「
う
」「
よ
う
」
は
意
志
の
意
味
だ
け
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
古
典
語
「〈
…
む
〉
と
す
」「
む
と
す
」
の
現
代
語
訳
は
、
す
べ

て
意
志
を
表
す
も
の
と
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
仮
に
訳
者
が
推
量

の
「
う
」「
よ
う
」
と
し
て
「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
と
訳
し
て
も
、
そ

の
「
う
」「
よ
う
」
は
、
読
者
に
は
、
意
志
と
し
て
読
ま
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
い
ま
、
古
典
作
品
の
な
か
の
「〈
…
む
〉
と
す
」「
む
と
す
」
の

現
代
語
訳
は
、
全
面
的
に
見
直
し
が
必
要
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

　

い
ま
で
は
、
遠
い
昔
に
な
る
が
、
中
村
通
夫
『
東
京
語
の
性
格
』（
川

田
書
房
・
昭
和
二
十
二
年
）
／
松
村
明
『
江
戸
東
京
語
の
研
究
』（
東
京

堂
出
版
・
昭
和
三
十
二
年
）
が
、
推
量
を
意
味
す
る
「
う
」「
よ
う
」
の

急
激
な
衰
退
を
教
え
て
く
れ
て
あ
っ
た
。
推
量
は
、「
だ
ろ
う
」
で
表
現

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
推
移
に
つ
い
て
も
教
え
て
く
れ
て
あ
っ
た
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「〈
…
む
〉
と
す
」「
む
と
す
」
を
「
…
（
よ
）

う
と
す
る
」に
向
け
て
現
代
語
訳
と
称
し
て
移
行
し
て
も
、そ
の「
…（
よ
）

う
と
す
る
」
そ
の
も
の
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
よ
い
か
で
悩
ま
さ
れ
て
い

る
現
況
に
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
「
う
」
の
項
の
ブ
ラ

ン
チ
⑦
に
「（「
…
う
と
す
る
」
の
形
で
）
動
作
・
作
用
の
行
わ
れ
る
直
前

の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。」
と
あ
る
用
法
も
、「
よ
う
」
の
項
の
ブ
ラ

ン
チ
③
に
「（「
と
す
る
」
を
伴
っ
て
）
動
作
・
作
用
が
お
こ
る
直
前
の
状

態
に
あ
る
こ
と
を
表
す
。」
と
あ
る
用
法
も
、
と
も
に
ブ
ラ
ン
チ
立
項
さ

れ
て
い
て
、「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
の
「
む
と
す
」
か
ら
転
化
し
た
用

法
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
て
は
あ
る
の
だ
が
、
古
典
作
品
の
現
代
語
訳
と

な
る
と
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
そ
の
「
う
」「
よ
う
」
を
意
志
と
読
み
と
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
多
く
の
現
場
向
け
品
詞
分
解
も
の

か
ら
も
、
そ
う
い
え
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
将
」
字
な
ど
の
訓
読

語
の
「（
ま
さ
に
）
…
む
と
す
」
の
「
む
と
す
」
が
影
響
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

森
田
良
行
・
松
木
正
恵
著
『
日
本
語
表
現
文
法
』（
株
式
会
社
ア
ル
ク
・

一
九
八
九
年
）
の
「
助
動
詞
と
同
様
の
働
き
を
す
る
表
現
」
の
五
に
「
意

志
・
超
意
志
を
示
す
」
と
あ
り
、
そ
の
１
に
「
意
志
・
決
意
」
と
あ
っ
て
、

そ
こ
に
「（
よ
）
う
と
す
る
」
が
立
項
さ
れ
て
い
て
、
出
会
え
た
喜
び
を

感
じ
た
日
が
あ
っ
た
。
複
合
辞
と
い
う
術
語
も
、
同
書
か
ら
頂
戴
し
て
重
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宝
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
、
見
出
し
に
い
う
意
志
・
決
意
に
相
当

す
る
用
例
と
、
そ
う
で
は
な
い
用
例
と
の
読
み
分
け
に
つ
い
て
の
、
い
っ

そ
う
行
き
届
い
た
手
掛
か
り
が
得
た
い
思
い
が
残
っ
た
。
い
ま
、
そ
の
該

当
用
例
の
検
索
を
心
掛
け
、
そ
の
読
み
分
け
に
努
め
て
い
る
。
恥
ず
か
し

い
こ
と
に
、
現
代
日
本
語
の
素
養
に
も
欠
け
た
自
身
が
そ
こ
に
い
た
の
で

あ
る
。

　

今
回
、
中
古
の
和
文
作
品
の
な
か
の
「〈
…
む
〉
と
す
」「
む
と
す
」
表

現
を
見
て
き
た
が
、
作
品
に
よ
る
使
用
頻
度
に
も
偏
り
が
見
ら
れ
た
。
ま

た
、
い
ま
振
り
返
る
と
、
す
べ
て
を
、「
…
（
よ
）
う
と
す
る
」
に
移
行

す
る
だ
け
の
訳
出
と
、
そ
う
で
も
な
い
訳
出
と
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
も
思

い
出
さ
れ
る
。
殊
に
、
そ
の
「
む
」
が
推
量
と
し
か
読
め
な
い
場
合
の
現

代
語
訳
に
は
、
幾
つ
か
言
い
回
し
の
違
い
が
見
ら
れ
た
。
第
三
人
称
人
物

主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
推
量
の
意
を
表
す
場
合
の
理

解
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
現
代
人
に
は
遠
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
問
題
も
含
め
て
、
と
に
か
く
、
一
見
平
易
に
見
え
た
が
ゆ
え
に
、

注
目
さ
れ
な
い
ま
ま
の
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　

あ
と
が
き

　

小
稿
は
、
前
稿
「〈
…
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
―
」
と
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
き
た

い
。
前
稿
と
重
ね
て
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
、
ご
指
導
い
た
だ

き
た
い
。

　

小
稿
そ
の
も
の
が
、
第
三
人
称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の

す
べ
て
を
解
明
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
第
三
人

称
人
物
主
体
「〈
…
む
〉
と
す
」
表
現
の
「
む
」
が
意
志
を
表
す
用
例
に

つ
い
て
の
教
室
で
の
説
明
に
は
、
ご
採
用
い
た
だ
け
る
教
授
資
料
と
な
り

え
た
で
あ
ろ
う
と
も
思
っ
て
い
る
。
先
師
・
今
泉
忠
義
遺
著
に
お
書
き
遺

し
の
、
あ
の
「
ま
か
で
な
ん
と
し
給
ふ
を
」
と
「
ま
か
で
給
ひ
な
ん
と
す
」

と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
相
違
が
、「
む
」
の
意
味
の
違
い
に
あ
る

こ
と
が
見
え
て
き
た
。
し
か
し
、
あ
る
事
態
の
直
前
に
お
い
て
そ
こ
に
向

け
て
進
行
す
る
意
を
表
す
「
む
と
す
」
へ
の
転
化
に
つ
い
て
は
、
不
明
瞭

な
と
こ
ろ
多
い
指
摘
に
と
ど
ま
っ
た
。
他
に
も
、
疑
問
や
関
心
を
示
す
に

と
ど
ま
る
事
柄
を
多
く
残
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
「
む
」
が
十
分
に
推
量
と
読
み
と
れ
る
用
例
に

つ
い
て
ま
で
、そ
の「
む
」を
意
志
と
読
み
と
る
第
三
人
称
人
物
主
体「〈
…

む
〉
と
す
」
表
現
の
現
代
語
訳
が
多
く
見
ら
れ
る
。
世
の
諸
注
釈
書
に
「
共

同
幻
想
か
」
と
憤
っ
た
日
が
あ
っ
た
り
、
異
常
な
誤
読
を
繰
り
返
し
て
い

る
の
は
己お
の
れ

か
と
自
ら
責
め
た
日
が
あ
っ
た
り
し
て
の
、
敢
え
て
の
決
断

の
脱
稿
で
あ
る
。


