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『
徒
然
草
』
コ
ソ
係
結
文
の
構
造
と
兼
好
の
認
識
の
論
理

　
　

中
村
幸
弘

　
　
　

ま
え
が
き

　

い
ま
、「
こ
そ
―
已
然
形
」
文
は
逆
接
条
件
法
表
現
に
始
ま
る
な
ど
と

す
る
起
源
論（

1
（

は
忘
れ
る
こ
と
と
す
る
。
中
古
の
和
文
の
時
代
を
経
て
、
コ

ソ
係
結
文
は
、
コ
ソ
に
拘
束
さ
れ
て
文
末
に
位
置
す
る
述
部
が
已
然
形
で

結
ば
れ
る
現
象
こ
そ
が
正
規
の
用
法
と
認
識
さ
れ
て
い
た
、
と
見
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
擬
古
文
『
徒
然
草
』
は
、
コ
ソ
を
多
様
な
語
句
に
付
け
て
用

い
て
い
る
一
方
で
、
兼
好
独
自
の
万
象
認
識
の
表
現
形
式
の
な
か
に
採
用

し
て
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
先
学
の
多
く
の
ご
論
考
の
学
恩
を
い
た
だ
い

て
は
い
る（

（
（

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
特
定
で
き
る
先
行
研
究
に

出
会
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。旧
稿
の
一
部
を
引
く
こ
と
に
も
な
る
が
、

そ
れ
は
、
兼
好
の
誤
解
も
含
め
た
兼
好
の
文
体
で
あ
っ
た
。

　
　
　

一
、
文
末
述
部
を
拘
束
す
る
コ
ソ
と
、
そ
う
で
な
い
コ
ソ
と

　

連
体
修
飾
語
が
文
の
成
分
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
よ
う
や
く
、

そ
し
て
、
い
く
ら
か
、
文
の
読
解
速
度
が
速
く
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、

連
体
修
飾
語
が
文
の
成
分
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
係
助
詞
「
ぞ
」「
こ
そ
」
な
ど
が
、
ど
う
い
う
語
句
に
し
か
付
か
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な
い
か
を
、
少
し
ゆ
っ
く
り
確
か
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
教
室
で
そ
う
呟

い
て
、
生
徒
・
学
生
に
同
意
を
求
め
た
日
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、学
校
図
書
株
式
会
社『
中
学
校
国
語
』（
昭
和
五
十
年
度
版
）

の
「
こ
と
ば
の
学
習
」
の
、
特
に
〈
文
の
構
造
〉
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ

て
、
一
文
を
直
接
的
に
構
成
す
る
成
分
に
限
っ
て
文
の
成
分
と
し
、
い
わ

ゆ
る
文
節
文
論
を
否
定
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た（

（
（

。
一
文
節
で
あ

ろ
う
と
、一
文
の
直
接
的
構
成
要
素
と
な
る
も
の
は
す
べ
て
部
と
呼
ん
で
、

主
部
（
○
○
○
）・
述
部
（
○
○
○
）・
修
飾
部
（
○
○
○
）・
接
続
部
（
○

○
○
）・
独
立
部
（
○
○
○
）
だ
け
が
文
の
成
分
で
あ
る
と
し
た
。
主
部
・

修
飾
部
・
接
続
部
は
述
部
と
結
び
つ
く
関
係
に
あ
っ
て
、
連
体
修
飾
語
や

並
立
語
や
補
助
語
・
被
補
助
語
は
、
文
の
成
分
の
内
部
の
構
造
を
い
う
も

の
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

そ
の
原
則
を
、
古
典
語
文
の
係
結
に
当
て
嵌
め
た
結
果
、
係
助
詞
「
ぞ
」

「
こ
そ
」
が
下
接
す
る
の
は
、
主
部
・
修
飾
部
・
接
続
部
に
限
ら
れ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
述
部
の
一
部
と
な
る
被
補
助
語
に
も
下
接

す
る
こ
と
が
、
当
然
な
が
ら
確
認
さ
れ
た
。
以
上
を
整
理
し
た
も
の
が
、

旧
稿
「
係
結
の
構
文
論
的
取
り
扱
い（

（
（

」
で
あ
る
。
八
代
集
和
歌
か
ら
該
当

用
例
を
引
い
て
口
頭
発
表
し
た
が
、
用
例
数
が
多
す
ぎ
、
論
文
化
す
る
際

に
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
に
絞
る
こ
と
と
し
た
。

　

そ
の
後
、
引
き
続
い
て
、
そ
の
作
業
は
、
散
文
資
料
に
拠
っ
て
継
続
す

る
計
画
と
な
っ
て
い
た
。
作
品
は
『
土
佐
日
記
』
か
『
徒
然
草
』
か
と
目

論
ま
れ
て
、『
徒
然
草
』
の
作
業
が
い
く
ら
か
進
行
し
た
と
こ
ろ
で
、
テ

キ
ス
ト
間
の
句
読
の
違
い
が
気
に
な
っ
て
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。
長
い
時

間
が
過
ぎ
て
、
そ
の
句
読
の
ほ
う
に
注
目
し
て
、「『
徒
然
草
』
の
句
読（

（
（

」

と
い
う
、『
徒
然
草
』
の
構
文
上
の
問
題
点
の
一
部
に
つ
い
て
句
読
の
異

同
を
通
し
て
報
告
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　
『
徒
然
草
』
の
コ
ソ
は
、
連
体
形
準
体
法
に
付
く
用
例
が
、
ま
ず
注
目

さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
時
枝
誠
記
編
『
徒
然
草
総
索
引
』（
至
文
堂
・
昭
和

三
十
年
）
を
眺
め
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
強
く
そ
う
思
わ
せ
ら
れ
た
。
続

い
て
、
そ
の
連
体
形
準
体
法
に
コ
ソ
が
付
い
た
文
の
成
分
が
、
ど
ん
な
述

部
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
い
う
と
、
形
容
詞
已
然
形
で
あ
る
も
の
が
際

立
っ
て
見
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
連
体
形
準
体
法
に
コ
ソ
が
付
い

た
そ
の
成
分
の
上
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
抽
象
概
念
性
の
名
詞
（
＝
次

章
で
取
り
上
げ
る
「
人
」「
世
」「
女
」「
色
」「
命
」
な
ど
な
ど
）
が
提
題

の
は
た
ら
き
の
「
は
」
を
伴
っ
て
存
在
す
る
用
例
が
、
際
立
っ
て
見
え
て

き
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
述
部
は
、
形
容
詞
已
然
形
が
際
立
ち
、
形
容

動
詞
已
然
形
と
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
形
容
詞
相
当
と
い
つ
て
よ
い
語
句

の
已
然
形
と
が
と
に
か
く
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
観
察
に
は
、
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
コ
ソ
を
用
い
た
語
句
が

あ
る
。
文
末
の
述
部
に
結
び
つ
か
な
い
コ
ソ
を
含
む
語
句
で
あ
る
。
既
に
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旧
稿
「
係
結
の
構
文
論
的
取
り
扱
い
」
で
確
認
し
て
い
る
補
助
・
被
補
助

の
関
係
の
被
補
助
語
に
付
く
コ
ソ
は
、
述
部
内
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
、
そ
れ
以
前
か
ら
述
部
内
強
調
と
呼
ん
で
き
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
ら
よ
り
先

に
浮
か
ん
で
く
る
「
こ
そ
―
已
然
形
、
」
逆
接
用
法
と
い
わ
れ
る
挿
入
文

は
、「
朝あ
さ

夕ゆ
ふ

な
く
て
か
な
は
ざ
ら
ん
物
こ
そ
あ
ら
め
、
…
。」（
徒
然
・

一
四
○
）
な
ど
、
直
ち
に
拾
い
出
せ
る
。
さ
ら
に
、
結
び
の
後
に
「
ど
も
」

が
付
い
て
し
ま
っ
て
い
る
会
話
文
の
用
例
「「
…
、
聖ひ
じ
り、
そ
れ
は
さ
こ
そ

お
ぼ
す
ら
め
ど
も

0

0

…
」
と
…
。」（
徒
然
・
一
四
一
）
な
ど
も
あ
る
。
排
除

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
用
例
で
あ
る
。

　

小
稿
は
、『
徒
然
草
』
の
コ
ソ
係
結
文
が
ど
の
よ
う
な
構
文
を
構
成
し

て
い
る
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
な
か
の
頻
出
さ
れ
る
コ
ソ
係
結
文

に
兼
好
が
万
象
を
認
識
す
る
た
め
の
兼
好
独
自
の
表
現
形
式
が
存
在
し
た

か
に
感
じ
と
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
追
跡
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
検
討
の
対
象
と
な
る
コ
ソ
係
結
は
、
そ
の
コ
ソ
が

文
末
述
部
ま
で
拘
束
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
検
討
に

先
立
っ
て
、
文
中
に
コ
ソ
が
用
い
ら
れ
て
い
て
も
、
文
末
述
部
に
ま
で
そ

の
拘
束
が
及
ば
な
い
用
例
は
、
小
稿
の
検
討
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
使
用
テ
キ
ス
ト
は
、
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

二
、�

提
題
の
ハ
・
モ
＋
主
部
（
＝
対
象
語
）
と
な
る
連
体
形

準
体
法
に
付
く
コ
ソ
＋
述
部
（
＝
形
容
詞
・
已
然
形
）

か
ら
成
る
文
（
Ａ
構
文
）

　

ハ
に
よ
っ
て
提
題
し
た
う
え
で
、
そ
の
焦
点
と
な
る
事
柄
を
連
体
形
準

体
法
に
し
た
準
体
法
体
言
に
コ
ソ
を
伴
わ
せ
て
主
部
と
し
て
い
る
文
が
、

ま
ず
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
主
部
は
、
よ
く
観
察
す
る
と
、
対
象
語
で
あ

り（
（
（

、
そ
の
対
象
語
に
つ
い
て
の
心
象
が
形
容
詞
（
形
容
動
詞
を
含
む
）
や

そ
れ
ら
に
準
じ
る
複
合
活
用
語
の
已
然
形
で
結
ば
れ
て
い
る
。

　
ａ　

�

提
題
の
ハ
を
用
い
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
存
在

す
る
の
で
、ハ
を
用
い
た
も
の
を
Ａ
ａ
構
文
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

⑴�

人
は
、
か
た
ち
・
あ
り
さ
ま
の
す
ぐ
れ
た
ら
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ

し
か
る
べ
け
れ
。（
一
）

　

提
題
の
「
人
は
」
は
、〈
人
ト
イ
ウ
モ
ノ
ハ
〉
と
解
さ
れ
る
。
概
し
て
、

こ
の
提
題
に
は
、抽
象
概
念
性
の
一
単
語
名
詞
が
ハ
を
伴
っ
て
い
る
点
で
、

ほ
ぼ
共
通
す
る
。
述
部
が
形
容
詞
の
う
ち
の
特
に
心
象
評
価
す
る
形
容
詞

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
準
体
法
体
言
が
コ
ソ
を
伴
っ
た
文
の
成
分
を

主
部
（
＝
対
象
語
）
と
呼
ん
で
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
直
ち
に

そ
れ
と
わ
か
る
用
例
を
引
く
。
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○
世
は
、
さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。（
七
）

　

○
女を

ん
な

は�

髪
の
め
で
た
か
ら
ん
こ
そ
、
人
の
目
た
つ
べ
か
め
れ
。（
九
）

　

さ
て
、
用
例
⑴
の
次
の
文
は
、
同
じ
「
人
は
」
を
提
題
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
前
文
と
の
関
係
で
、
直
ち
に
そ
れ
と
わ
か
る
用
例
も
引
く
こ
と
と

す
る
。

　

○�

［
人
は
、
］
も
の
う
ち
い
ひ
た
る
、
聞
き
に
く
か
ら
ず
、
愛あ

い

嬌ぎ
や
う

あ
り

て
言
葉
多
か
ら
ぬ
こ
そ
、
飽
か
ず
向
か
は
ま
ほ
し
け
れ
。（
一
）

　

○�

［
色
は
、
］
露つ

ゆ

霜し
も

に
し
ほ
た
れ
て
、
所と

こ
ろ

定さ
だ

め
ず
ま
ど
ひ
歩あ

り

き
、
親
の

い
さ
め
、
世
の
そ
し
り
を
つ
つ
む
に
心
の
暇い

と
ま

な
く
、
あ
ふ
さ
き
る

さ
に
思
ひ
乱
れ
、
さ
る
は
独
り
寝
が
ち
に
、
ま
ど
ろ
む
夜
な
き

こ
そ
を
か
し
け
れ
。（
三
）

　

○�

［
命
は
、
］長
く
と
も
四よ

そ
ぢ十

に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ
、
め

や
す
か
る
べ
け
れ
。（
七
）

　

時
に
、
提
題
の
ハ
が
、
一
単
語
で
は
な
い
短
語
句
を
掲
げ
る
こ
と
も
あ

る
。

　

○�

あ
り
た
き
事
は
、
ま
こ
と
し
き
文ふ

み

の
道み

ち

、
作さ

く

文も
ん

・
和わ

歌か

・
管く

わ
ん

絃げ
ん

の
道
、

又
有い

う
そ
く職

に
、公く

事じ

の
方か

た

、人
の
鏡
な
ら
ん
こ
そ
い
み
じ
か
る
べ
け
れ
。

（
一
）

　

さ
ら
に
、
提
題
の
ハ
の
成
分
が
、
主
部
（
＝
対
象
語
）
の
次
に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
用
例
も
見
る
。

　

△
下げ

戸こ

な
ら
ぬ
こ
そ
男を

の
こ

は
よ
け
れ
。（
一
）

　
「
男
は�

下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
よ
け
れ
。」
が
背
景
に
見
え
て
こ
よ
う
。

　

ｂ　

�

提
題
に
モ
を
用
い
た
り
、
ま
た
提
題
の
助
詞
を
用
い
る
こ
と
の
な

か
っ
た
り
す
る
用
例
も
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
Ａ
ｂ
構
文
と
呼
ぶ
こ

と
と
す
る
。

　

⑵
万よ

ろ
づの

事
も
、
始
め
終
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。（
一
三
七
）

　

提
題
が
係
助
詞
「
も
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
て
、
主
部
（
＝
対
象
語
）

も
準
体
法
体
言
で
は
な
く
、
動
詞
「
始
む
」「
終
は
る
」
を
名
詞
化
し
た

連
用
形
名
詞
と
な
っ
て
い
る
。

　

△�

大
路
の
さ
ま
［
モ
］、
松
立
て
わ
た
し
て
は
な
や
か
に
う
れ
し
げ
な

る
こ
そ
、
ま
た
あ
は
れ
な
れ
。（
一
九
）

　

前
文
ま
で
の
関
係
か
ら
、
文
頭
の
「
大
路
の
さ
ま
、
」
は
「
大
路
の
さ

ま
も
、
」と
解
さ
れ
る
。述
部「
あ
は
れ
な
れ
。」は
形
容
動
詞
で
あ
る
が
、

機
能
と
し
て
は
、
形
容
詞
と
同
じ
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ま
た
」

は
、
副
詞
と
判
断
さ
れ
、
修
飾
部
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
Ａ
構
文
と
名
づ
け
た
「
提
題
の
ハ
・
モ
＋
対
象
語
と
し
て
の

準
体
法
体
言
が
コ
ソ
を
伴
っ
た
成
分
＋
述
部
」
か
ら
成
る
文
の
用
例
で
あ

る
。
次
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
提
題
の
ハ
・
モ
の
な
い
構
文
用
例
を
観
察

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
、
提
題
の
ハ
・
モ
成
分
を
表
現
し

な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
Ａ
構
文
と
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
用
例
が
含
ま
れ
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て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

　
　
　

三
、�

主
部
（
＝
対
象
語
）
と
な
る
連
体
形
準
体
法
に
付
く
コ

ソ
＋
述
部
（
＝
形
容
詞
・
已
然
形
）
か
ら
成
る
文
（
Ｂ

構
文
）

　

前
章
の
Ａ
構
文
も
、
本
章
の
Ｂ
構
文
も
、
そ
の
該
当
用
例
は
、
す
べ
て
、

連
体
形
準
体
法
の
体
言
、
つ
ま
り
準
体
法
体
言
に
コ
ソ
が
直
接
し
て
、
い

わ
ゆ
る
主
部
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
主
部
が
時
枝
文
法
に
従
う
と
、
対
象

語
と
呼
ば
れ
る
文
の
成
分
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
の
準
体
法
体
言
に

コ
ソ
が
付
い
て
対
象
語
と
な
っ
て
い
る
用
例
数
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介

し
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
時
枝
『
徒
然
草
総
索
引
』
に
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
全
用
例
が
Ａ
構
文
か
Ｂ
構
文
か
、
な
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
用
例
⑵

に
見
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
名
詞
が
対
象
語
と
な
っ
て
い
る
用
例
も
存
在

す
る
の
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
の
コ
ソ
が
対
象
語
を
際
立
た
せ
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
て
も
許
さ
れ
よ
う
。

　
ｃ　

�

そ
れ
ほ
ど
に
多
い
コ
ソ
が
伴
わ
れ
る
準
体
法
体
言
で
あ
っ
た
が
、

次
項
と
し
て
ｄ
を
立
項
す
る
よ
う
に
一
単
語
名
詞
に
付
く
コ
ソ
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
準
体
法
体
言
に
コ
ソ
が
付
く
用
例

群
を
、
あ
え
て
Ｂ
ｃ
構
文
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

⑶
折を

り

節ふ
し

の
う
つ
り
か
は
る
こ
そ
、
も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
。（
一
九
）

　

○�

追つ
い

儺な

よ
り
四し

方は
う

拝は
い

に
つ
づ
く
こ
そ
面お

も

白し
ろ

け
れ
。（
一
九
）

　

○�

名み
や
う

利り

に
使つ

か

は
れ
て
、
し
づ
か
な
る
い
と
ま
な
く
一い

つ

生し
や
う

を
苦
し
む
る

こ
そ
愚お

ろ

か
な
れ
。（
三
八
）

　

○�

久
し
く
隔へ

だ

た
り
て
逢あ

ひ
た
る
人
の
、
我わ

が
方か

た

に
あ
り
つ
る
事
、
か
ず

か
ず
に
残
り
な
く
語
り
つ
づ
く
る
こ
そ
、
あ
い
な
け
れ
。（
五
六
）

　

○�

人
の
語か

た

り
出い

で
た
る
歌う

た

物も
の

語が
た
り

の
、歌
の
わ
ろ
き
こ
そ
本
意
な
け
れ
。

（
五
七
）

　

漢
詩
を
引
い
た
り
、
会
話
文
や
書
簡
を
受
け
た
り
し
た
準
体
法
体
言
に

付
く
コ
ソ
も
見
ら
れ
る
。

　

○�

「
沅げ

ん

・
湘し

や
う

日に
ち

夜や

、
東

ひ
ん
が
し

に
流
れ
去
る
。
愁し

う

人じ
ん

の
為た

め

に
と
ど
ま
る
こ
と

少し
ば
ら
く時

も
せ
ず
」と
い
へ
る
詩
を
見み

侍は
べ

り
し
こ
そ
、あ
は
れ
な
り
し
か
。

（
二
一
）

　

○�

…
、老
い
た
る
宮み

や

司づ
か
さ

の
過
ぎ
し
を
呼
び
と
ど
め
て
、尋
ね
侍
り
し
に
、

「
実
方
は
、
御み

手た

洗ら
し

に
影
の
う
つ
り
け
る
所
と
侍
れ
ば
、
橋
本
や
、

な
ほ
水
の
近
け
れ
ば
と
覚
え
侍
る
。
吉よ

し

水み
づ

和く
わ

尚し
や
う、

　
　
　
　

�

月
を
め
で
花
を
な
が
め
し
い
に
し
へ
の
や
さ
し
き
人
は
こ
こ
に

あ
り
は
ら

　
　

�

と
詠よ

み
給
ひ
け
る
は
、
岩
本
の
社や

し
ろ

と
こ
そ
承
り
お
き
侍
れ
ど
、
お

の
れ
ら
よ
り
は
、な
か
な
か
御ご

存ぞ
ん

知ぢ

な
ど
も
こ
そ
さ
ぶ
ら
は
め
」と
、
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い
と
う
や
う
や
し
く
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、
い
み
じ
く
覚
え
し
か
。

（
六
七
）

　

○�

雪
の
い
と
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝あ

し
た、

人
の
が
り
言
ふ
べ
き
事

あ
り
て
、
文ふ

み

を
や
る
と
て
、
雪
の
こ
と
は
な
に
と
も
言
は
ざ
り
し

返か
へ
り
ご
と事

に
、「
こ
の
雪
い
か
が
み
る
と
一ひ

と

筆ふ
で

の
た
ま
は
せ
ぬ
ほ
ど
の
、

ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん
人
の
仰
せ
ら
る
る
事
、
聞
き
入
る
べ
き
か
は
。

返か
へ
す

々が
へ
す

口
を
し
き
御
心
な
り
」
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、
を
か
し
か

り
し
か
。（
三
一
）

　

六
七
段
の
、
そ
の
主
部
（
＝
対
象
語
）
に
は
、
和
歌
が
一
首
、
そ
の
会

話
文
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
会
話
文
を
受
け
た
「
…
言
ひ
た
り

し
こ
そ
」
ま
で
が
、
そ
の
主
部
な
の
で
あ
る
。
三
一
段
の
、
そ
の
一
文
は
、

そ
の
一
件
を
す
べ
て
含
め
て
、
会
話
文
を
受
け
た
「
…
言
ひ
た
り
し
こ

そ
、
」
ま
で
が
、
こ
の
用
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
主
部
な
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
Ｂ
ｃ
構
文
は
、
会
話
文
や
心
内
文
の
な
か
に
も
見
ら
れ

る
、
な
お
、
次
々
用
例
の
五
二
段
に
見
る
〈　
　

〉
印
は
、
筆
者
が
私
的

に
施
し
た
心
内
文
符
号
で
あ
る
。

　

○�

…
、「
…
。
う
ち
う
ち
よ
く
習
ひ
得え

て
さ
し
出
で
た
ら
ん
こ
そ
、
い

と
心
に
く
か
ら
め
」
と
常
に
言
ふ
め
れ
ど
、
…
。（
一
五
〇
）

　

○�

さ
て
、
か
た
へ
の
人
に
あ
ひ
て
、「
…
。
そ
も
参ま
ゐ

り
た
る
人
ご
と
に

山
へ
の
ぼ
り
し
は
、
何
事
か
あ
り
け
ん
。
ゆ
か
し
か
り
し
か
ど
、〈
神

へ
参
る
こ
そ
本ほ

意い

な
れ
〉と
思
ひ
て
、…
」と
ぞ
言
ひ
け
る
。（
五
二
）

　

次
用
例
は
、
そ
こ
か
ら
秋
の
風
物
を
取
り
上
げ
る
、
そ
の
冒
頭
文
で
あ

る
。〔　
　

〕
内
の
提
題
の
想
定
に
無
理
は
な
い
。
さ
ら
に
、
続
く
用
例

に
つ
い
て
も
、
そ
う
読
め
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
述
部
の
形
容
詞
を
受

け
る
「
と
見
ゆ
れ
」
は
、
助
動
詞
「
め
れ
」
に
相
当
す
る
と
見
て
も
よ
か

ろ
う
か
。

　

△�

〔
秋
ハ
、
〕
七た

な

夕ば
た

ま
つ
る
こ
そ
、
な
ま
め
か
し
け
れ
。（
一
九
）

　

△�

〔
庭
ノ
佇
マ
ヒ
ヤ
室
内
ノ
設
ヘ
ハ
、
〕
今
め
か
し
く
き
ら
ら
か
な
ら

ね
ど
、
木
だ
ち
も
の
ふ
り
て
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
庭
の
草
も
、
心
あ
る
さ

ま
に
、
簀す

の

子こ

・
透す

い

垣が
い

の
た
よ
り
を
か
し
く
、
う
ち
あ
る
調て

う

度ど

も
昔
覚お

ぼ

え
て
や
す
ら
か
な
る
こ
そ
、
心
に
く
し
と
見
ゆ
れ
。（
一
〇
）

　

△�

汀み
ぎ
は

の
草
に
紅も

み
ぢ葉

の
散
り
と
ど
ま
り
て
、
霜
い
と
白
う
置
け
る
朝

あ
し
た

〔
ハ
〕、
遣や

り

水み
づ

よ
り
烟け

ぶ
り

の
立
つ
こ
そ
を
か
し
け
れ
。（
一
九
）

　

ｄ　

�

主
部
（
対
象
語
）
の
準
体
法
体
言
が
一
単
語
名
詞
や
連
体
修
飾
語

を
冠
し
た
名
詞
と
な
っ
て
い
る
用
例
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｂ

ｄ
構
文
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

　

⑷
神か

ぐ

楽ら

こ
そ
な
ま
め
か
し
く
、
お
も
し
ろ
け
れ
。（
一
六
）

　

○�

和わ

歌か

こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
。（
一
四
）

　

右
用
例
は
、
そ
の
述
部
の
末
尾
が
名
詞
「
も
の
」
に
断
定
の
助
動
詞
「
な

れ
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
名
詞
文
と
見
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
い
ま
、
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筆
者
は
、
こ
れ
ら
も
、
形
容
詞
文
と
見
て
い
く
こ
と
と
す
る（

（
（

。

　

以
下
に
、
連
体
修
飾
語
付
き
名
詞
が
主
部
（
＝
対
象
語
）
と
な
っ
て
い

る
用
例
を
列
挙
す
る
。

　

○�

岩
に
砕く

だ

け
て
清
く
流
る
る
水
の
気
色
こ
そ
、
時
を
も
わ
か
ず
め
で

た
け
れ
。（
二
一
）

　

○�

御み

国く
に

ゆ
づ
り
の
節せ

ち

会ゑ

お
こ
な
は
れ
て
、
剣け

ん

璽じ

・
内な

い

侍し

所ど
こ
ろ

わ
た
し
奉

ら
る
る
ほ
ど
こ
そ
、
限
り
な
う
心
ぼ
そ
け
れ
。（
二
七
）

　

○�

す
さ
ま
じ
き
も
の
に
し
て
見
る
人
も
な
き
月
の
、
寒
け
く
澄
め
る

廿は
つ
か日

あ
ま
り
の
空
こ
そ
、
心
ぼ
そ
き
も
の
な
れ
。（
一
九
）

　

○�

妻め

と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
男を

の
こ

の
持
つ
ま
じ
き
も
の
な
れ
。（
一
九
〇
）

　

○�

…
、
女
に
た
や
す
か
ら
ず
思
は
れ
ん
こ
そ
、
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
べ

き
わ
ざ
な
れ
。（
三
）

　

一
九
〇
段
の
主
部（
＝
対
象
語
）は
、一
単
語
名
詞
だ
け
の「
妻
こ
そ
、
」

と
い
う
の
と
、
ど
れ
ほ
ど
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
段
の
主
部

（
＝
対
象
語
）は
準
体
法
体
言
が
コ
ソ
を
伴
っ
た
も
の
だ
が
、そ
の
述
部
は
、

そ
の
末
尾
が
名
詞
「
わ
ざ
」
と
断
定
の
助
動
詞
「
な
れ
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
文
に
つ
い
て
も
、
形
容
詞
文
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

○�

す
べ？

て
神
の
社や

し
ろ

こ
そ�

捨
て
が
た
く
、
な
ま
め
か
し
き
も
の
な
れ

や
。（
二
四
）

　

右
用
例
の
文
頭
の
「
す
べ
て
」
は
、
述
部
を
修
飾
す
る
の
か
、
あ
る
い

は
、
以
下
の
す
べ
て
に
か
か
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
述
部
の
末
尾
の

「
や
」
は
、
係
結
の
後
に
添
え
ら
れ
た
念
押
し
の
終
助
詞
で
あ
る
。

　

△�

「
も
の
の
あ
は
れ
は
秋
こ
そ�

ま
さ
れ
」と
人
ご
と
に
い
ふ
め
れ
ど
、

…
。（
一
九
）

　

右
用
例
は
、
俚
諺
と
い
っ
て
も
よ
い
文
言
で
あ
る
。
そ
の
述
部
は
動
詞

で
は
あ
る
が
、〈
テ
イ
ル
〉
意
が
読
み
と
れ
て
状
態
を
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、

形
容
詞
相
当
語
と
見
え
て
く
る
。
主
部
（
＝
対
象
語
）
が
一
単
語
名
詞
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
が
、
Ａ
ａ
構
文
に
近
い
こ
と
に

な
ろ
う
か
。

　
ｅ　

�

述
部
と
な
る
文
の
成
分
が
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
心
地
」
が

自
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
て
、
そ
の
已
然
形
「
す
れ
」
と
な
っ
て
い

る
。
主
部
（
＝
対
象
語
）
は
、
準
体
法
体
言
が
コ
ソ
を
伴
っ
た
成

分
で
あ
る
。
Ｂ
ｅ
構
文
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

　

⑸�

い
づ
く
に
も
あ
れ
、
し
ば
し
旅
立
ち
た
る
こ
そ
、
目
さ
む
る
心
地

す
れ
。（
一
五
）

　

右
用
例
の
冒
頭
成
分
は
、
放
任
表
現
で（

（
（

、
独
立
部
で
あ
る
。
問
題
は
、

述
部
で
あ
る
が
、
そ
の
「
心
地
」
は
連
体
修
飾
語
を
必
要
と
し
て
、
自
動

詞
「
す
」
が
伴
わ
れ
る（
（1
（

と
こ
ろ
か
ら
状
態
を
い
う
こ
と
に
な
り
、
形
容
詞

相
当
語
句
と
判
断
さ
れ
る
。
以
下
、
同
趣
の
用
例
を
列
挙
す
る
。

　

○�

人
し
づ
ま
り
て
後
、
長
き
夜
の
す
さ
び
に
、
な
に
と
な
き
具ぐ

足そ
く

と
り
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し
た
た
め
、
残
し
お
か
じ
と
思
ふ
反ほ

う

古ご

な
ど
破や

り
捨す

つ
る
中
に
、
な

き
人
の
手
な
ら
ひ
、
絵
か
き
す
さ
び
た
る
見
出
で
た
る
こ
そ
、
た

だ
そ
の
折
の
心
地
す
れ
。（
二
九
）

　

○�

山
寺
に
か
き
こ
も
り
て
、
仏
に
つ
か
う
ま
つ
る
こ
そ
、
つ
れ
づ
れ

も
な
く
、
心
の
濁に

ご

り
も
清き

よ

ま
る
心こ

こ

地ち

す
れ
。（
一
七
）

　
　
　

四
、�

一
単
語
の
名
詞
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
主
部
（
主
語
）
と
な

り
、
そ
の
述
部
が
動
詞
か
ら
成
る
文
（
Ｃ
構
文
）

　

ｆ　

�

主
部
は
、一
般
に
は
、主
語
で
あ
る
用
例
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が
、

『
徒
然
草
』
の
な
か
の
コ
ソ
を
伴
っ
た
主
部
は
、
そ
の
殆
ど
が
対

象
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
主
部
が
主
語
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
文
が
動
詞
文
か
名
詞
文
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。『
徒
然
草
』
に
は
、
主
部
（
＝
主
語
）
と
な
る
用
例
は
、

述
部
が
他
動
詞
と
な
る
以
下
の
二
用
例
を
し
か
見
な
い
。
そ
の
構

文
は
、
Ｃ
ｆ
構
文
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

⑹�

「
我
こ
そ�

得
め
」
な
ど
い
ふ
者
ど
も
あ
り
て
、
あ
と
に
あ
ら
そ
ひ
た

る
様さ
ま

あ
し
。（
一
四
〇
）

　

そ
の
Ｃ
ｆ
構
文
の
一
用
例
は
、右
に
見
る
会
話
文
中
の
用
例
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
は
、
そ
う
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
述
部
の
上
に
は
、
一
般
に
は
、

修
飾
部
の
う
ち
の
ヲ
格
補
充
成
分
と
呼
ば
れ
る
文
の
成
分
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。

　

○�

片か
た

田ゐ
な
か舎

よ
り
さ
し
出
で
た
る
人
こ
そ
、
万よ

ろ
づ

の
道
に
心
得
た
る
よ
し

の
さ
し
い
ら
へ
〔
ヲ
〕
は
す
れ
。（
七
九
）

　

右
用
例
の
「
万
の
道
に
心
得
た
る
よ
し
の
い
ら
へ
は
」
は
、
ヲ
格
補
充

成
分
で
、
述
部
「
す
れ
」
は
、
他
動
詞
「
す
」
の
已
然
形
で
あ
る
。

　

コ
ソ
を
伴
っ
た
主
部
（
＝
主
語
）
が
他
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ

れ
ら
用
例
の
コ
ソ
は
、「
も
」
と
重
な
っ
た
り
、「
の
み
」
と
重
な
っ
た
り

し
て
い
て
、「
…
も
こ
そ
」
と
な
っ
て
い
た
り
、「
の
み
こ
そ
」
と
な
っ
て

い
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。今
回
の
観
察
対
象
か
ら
は
外
す
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

五
、�

連
用
格
助
詞
が
コ
ソ
を
伴
っ
た
連
用
格
補
充
成
分
と
し

て
の
修
飾
部
が
述
部
を
修
飾
し
て
述
部
が
已
然
形
で
結

ば
れ
て
い
る
文
（
Ｄ
構
文
）

　

学
校
文
法
な
ど
で
は
、「
修
飾
部
」
の
な
か
に
修
飾
だ
け
を
目
的
と
す

る
連
用
修
飾
語
の
ほ
か
に
、
連
用
格
補
充
成
分
を
も
併
せ
て
取
り
扱
っ
て

い
る
。
い
ま
、
そ
の
連
用
格
補
充
成
分
と
し
て
の
連
用
格
助
詞
の
下
に
コ

ソ
を
伴
っ
て
い
る
成
分
が
述
部
に
か
か
っ
て
い
っ
て
い
て
、
そ
の
述
部
が

已
然
形
と
な
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
一
群
か
ら
先
に
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

　
ｇ　

�

ニ
格
補
充
成
分
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
る
コ
ソ
係
結
文
の
用

例
か
ら
観
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
Ｄ
ｇ
構
文
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

⑺�

は
か
ら
ざ
る
に
病や

ま
ひ

を
う
け
て
、
忽た

ち
ま

ち
に
こ
の
世
を
去
ら
ん
と
す
る

時
にニ

こ
そ
、
は
じ
め
て
過
ぎ
ぬ
る
か
た
の
あ
や
ま
れ
る
事
は
知
ら

る
な
れ
。（
四
九
）

　

右
用
例
の
「
過
ぎ
ぬ
る
か
た
の
あ
や
ま
れ
る
事
は
」
は
主
部
（
＝
対
象

語
）
で
あ
り
、
述
部
「
知
ら
る
な
れ
。」
は
、
他
動
詞
「
知
る
」
に
可
能

の
助
動
詞
「
る
」
が
付
い
て
自
動
詞
性
の
も
の
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
伝
聞

の
助
動
詞
「
な
れ
」
が
付
い
て
い
る
。
そ
れ
が
〈
わ
か
る
〉
時
が
ど
ん
な

時
か
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
た
一
文
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

○�

京き
や
う

極ご
く

殿ど
の

・
法は

ふ

成じ
や
う

寺じ

な
ど
見
る
〔
ニ（

ニ
（〕

こ
そ
、
志
留と

ど

ま
り
事
変
じ

に
け
る
さ
ま
は
、
あ
は
れ
な
れ
。（
二
五
）

　

右
用
例
文
の
主
部
（
＝
対
象
語
）
は
、
ニ
格
補
充
成
分
の
後
に
位
置
し

て
い
る
。
そ
の
ニ
格
補
充
成
分
の
ニ
格
と
し
て
の
格
助
詞
「
に
」
は
表
出

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
を
ニ
格
と
読
む
に
つ
い
て
は
、
白
石
『
語
法
と
文

脈
』
の
、「〔
ニ
コ
ソ
〕」
と
い
う
書
き
込
み
も
参
考
に
し
た
。

　

○�

よ
ろ
づ
の
こ
と
は
、
月
見
る
にニ

こ
そ�

慰
む
も
の
な
れ
。（
二
一
）

　

右
用
例
文
に
も
、「
月
見
る
に
こ
そ
」
と
い
う
よ
う
に
、
格
助
詞
「
に
」

が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
ニ
格
補
充
成
分
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
に
」
は
原

因
・
理
由
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
述
部
「
慰
む
も
の
な
れ
。」
の
「
慰
む
」

は
、〈
慰
め
ら
れ
る
〉
意
の
自
動
詞
で
あ
る
。

　

ｈ　

�

ト
格
補
充
成
分
と
し
て
の
修
飾
部
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
、
所
在
を
示

す
ニ
格
補
充
成
分
を
介
し
て
、
存
在
を
表
す
自
動
詞
「
あ
り
」
等

の
已
然
形
で
結
ば
れ
る
コ
ソ
係
結
文
で
あ
る
。
Ｄ
ｈ
構
文
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

⑻�

〔
ツ
レ
ヅ
レ
ノ
境
地
ニ
ツ
イ
テ
ノ
教
ヘ
ハ
〕「
生

し
や
う

活く
わ
つ・

人に
ん

事じ

・
伎ぎ

能の
う

・
学が

く

問も
ん

等
の
諸し

よ

縁え
ん

を
や
め
よ
」
とト

こ
そ
、
摩ま

訶か

止し

観く
わ
ん

に
も
侍は
べ

れ
。

（
七
五
）

　

○�

凡お
よ

そ
、「
め
づ
ら
し
き
禽と

り

、
あ
や
し
き
獣

け
だ
も
の、

国
に
育や

し
な

は
ず
」
とト

こ
そ
、
文ふ

み

にニ

も
侍
る
な
れ
。（
一
二
一
）

　

右
用
例
の
ニ
格
補
充
成
分
「
文
に
も
」
の
「
文
」
は
〈
古
書
〉
一
般
を

指
し
て
い
て
、
こ
の
用
例
文
も
⑻
用
例
文
も
、
と
も
に
、
ど
う
い
う
事
柄

が
ど
う
い
う
文
献
に
載
っ
て
い
る
か
を
紹
介
す
る
文
と
な
っ
て
い
る
。

　

○�

持
て
る
調て
う

度ど

ま
で
、
よ
き
は
よ
く
、
能
あ
る
人
、
か
た
ち
よ
き
人
も
、

〈
常
よ
り
は
を
か
し
〉
とト

こ
そ�

見
ゆ
れ
。（
一
五
）

　

右
用
例
の
う
ち
の
「
持
て
る
調
度
ま
で
、
よ
き
は
よ
く
、
」
は
、
そ
の

述
部
を
文
末
の
「
見
ゆ
れ
。」
に
託
し
て
い
て
、「
持
て
る
調
度
ま
で
、
よ

き
は
よ
く
見
え
、
」
と
解
さ
れ
る
重
文
で
あ
る
。
後
続
す
る
文
の
〈　
　

〉
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は
筆
者
が
施
し
た
心
内
文
符
号
で
、
そ
の
心
内
文
を
受
け
て
い
る
ト
格
補

充
成
分
に
コ
ソ
が
伴
わ
れ
て
、述
部「
見
ゆ
れ
。」が
こ
れ
を
受
け
て
い
る
。

そ
の
述
部
「
見
ゆ
れ
。」
は
自
動
詞
で
、
そ
こ
で
、
主
部
「
能
あ
る
人
、

か
た
ち
よ
き
人
も
、
」
は
、
対
象
格
と
認
識
さ
れ
る
。

　

ｉ　

�

ト
格
補
充
成
分
と
し
て
の
修
飾
部
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
、
述
部
と
し

て
他
動
詞
「
言
ふ
」
等
、
お
よ
び
そ
れ
に
下
接
す
る
助
動
詞
が
已

然
形
で
結
ば
れ
る
コ
ソ
係
結
文
で
あ
る
。
Ｄ
ｉ
構
文
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

⑼�

…
、「
御ご

坊ぼ
う

を
ば
寺
法
師
と
こ
そ
申
し
つ
れ
ど
、
寺
は
な
け
れ
ば
、

今
よ
り
は
〔
ワ
レ
、
〕
法
師
とト

こ
そ�
申
さ
め
」
と
言
は
れ
け
り
。

（
八
六
）

　

用
例
⑼
は
、
三
井
寺
を
焼
け
出
さ
れ
た
円
伊
僧
正
に
惟こ
れ

継つ
ぐ

中
納
言
が
言

い
掛
け
た
秀
句
で
あ
る
。
Ｄ
ｉ
構
文
と
し
て
、
い
ま
一
用
例
見
ら
れ
た
。

　

○�

「
酒
を
取
り
て
人
に
飲
ま
せ
た
る
人
、
五
百
生
が
間
、
手
な
き
者
に

生
る
」
とト

こ
そ
、
仏
は
説
き
給
ふ
な
れ
。（
一
七
五
）

　
ｊ　

�

ヨ
リ
格
補
充
成
分
と
し
て
の
修
飾
語
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
、
述
部
と

し
て
の
自
動
詞
が
已
然
形
で
結
ば
れ
る
。
Ｄ
ｊ
構
文
で
あ
る
。

　

⑽�

百ひ
や
く

薬や
く

の
長ち

や
う

と
は
い
へ
ど
、
万よ

ろ
づ

の
病や

ま
ひ

は
酒
よヨ

りリ

こ
そ�

お
こ
れ
。

（
一
七
五
）

　

Ｄ
ｊ
構
文
の
該
当
用
例
は
右
の
一
用
法
で
あ
る
。

　
　
　

六
、�

文
節
文
論
に
い
う
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
修
飾
部
が
コ

ソ
を
伴
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
活
用
語
の
述
部
が
已
然

形
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
文
（
Ｅ
構
文
）

　

ｋ　

�

ま
ず
、
そ
の
修
飾
部
が
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
連
用
形
で
、
述
部

が
自
動
詞
お
よ
び
自
動
詞
が
助
動
詞
を
伴
っ
て
い
る
コ
ソ
係
結
文

で
あ
る
。
Ｅ
ｋ
構
文
で
あ
る
。

　

⑾
今い

ま

様や
う

は
無
下
に
い
や
し
く
こ
そ�

な
り
ゆ
く
め
れ
。（
二
二
）

　

○�

た
だ
言
ふ
言
葉
も
口
を
し
う
こ
そ�

な
り
も
て
ゆ
く
な
れ
。（
二
二
）

　

○�

女
の
た
め
〔
ニ
〕
も�

半な
か

空ぞ
ら

に
こ
そ�

な
ら
め
。（
一
九
〇
）

　

右
の
三
用
例
と
も
、
そ
の
述
部
「
な
り
ゆ
く
め
れ
。」「
な
り
も
て
ゆ
く

な
れ
。」「
な
ら
め
。」
の
「
な
り
ゆ
く
」「
な
り
も
て
ゆ
く
」「
な
ら
（
→

な
る
）」
は
、
動
詞
で
は
あ
る
が
、
推
移
を
い
う
だ
け
で
、
概
念
が
希
薄

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
飾
部
を
補
助
し
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
と
れ
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
述
部
は
補
助
語
と
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
飾
部
は
被
補
助
語
と
な
る
。
以
下
は
、
と
に
か
く
自

動
詞
が
述
部
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

○�
…
、
あ
や
し
の
所
に
も
あ
り
ぬ
べ
き
小こ

蔀じ
と
み・

小こ

板い
た

敷じ
き

・
高た

か

遣や
り

戸ど

な
ど

も
、
め
で
た
く
こ
そ�

聞き
こ

ゆ
れ
。（
二
三
）
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○�

…
、
あ
り
つ
る
苔こ
け

の
む
し
ろ
に
並な

み
ゐ
て
、「〔
ワ
レ
、
〕
い
た
う

こ
そ�
こ
う
じ
に
た
れ
」「
…
」「
…
」
な
ど
言
ひ
し
ろ
ひ
て
、
…
。

（
五
四
）

　

ｌ　

�

次
は
、
そ
の
修
飾
部
が
副
詞
で
あ
る
場
合
で
の
コ
ソ
係
結
文
で
、

Ｅ
ｌ
構
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

⑿�

よ
き
女
な
ら
ん
に
つ
け
て
も
、
品し

な

く
だ
り
、
見
に
く
く
、
年
も
長た

け

な
ん
男を

と
こ

は
、
か
く
あ
や
し
き
身
の
た
め
に
、
あ
た
ら
、
身
を
い
た

づ
ら
に
な
さ
ん
や
は
と
、
人
も
心こ

こ
ろ

劣お
と

り
せ
ら
れ
、
わ
が
身
は
、
向

ひ
ゐ
た
ら
ん
も
、
影
は
づ
か
し
く
覚
え
な
ん
〔
ハ
〕、�

い
と
こ
そ�

あ

い
な
け
れ
。（
二
四
〇
）

　

○�

…
、
口
ひ
き
の
男
、「
い
か
に
仰
せ
ら
る
る
や
ら
ん
、〔
ワ
レ
、
〕
え

こ
そ
聞
き
知
ら
ね
」
と
言
ふ
に
、
…
。（
一
〇
六
）

　

右
用
例
中
の
「
い
か
に
仰
せ
ら
る
る
や
ら
ん
、
」
は
、
挿
入
文
で
あ
る
。

　
ｍ　

�

そ
の
修
飾
部
が
指
示
語
副
詞
で
あ
る
場
合
の
コ
ソ
係
結
文
で
、
Ｅ

ｍ
構
文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

⒀�

医
師
の
も
と
に
さ
し
入
り
て
、
向
ひ
ゐ
た
り
け
ん
あ
り
さ
ま
〔
ハ
〕、

さ
こ
そ�

異こ
と

様や
う

な
り
け
め
。（
五
三
）

　

右
⒀
用
例
の
「
さ
こ
そ
」
に
つ
い
て
は
、
使
用
テ
キ
ス
ト
も
〈
さ
ぞ
か

し
〉
と
訳
し
て
い
る
。
結
び
と
し
て
已
然
形
「
け
め
」
と
は
な
っ
て
い
る

が
、「
さ
こ
そ
」
の
「
こ
そ
」
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
に
悩
ま
さ
れ

も
す
る
。

　

○�

平
た
ひ
ら
の

宣の
ぶ

時と
き

朝あ
そ
ん臣

、
老お
い

の
後
、
昔む
か
し

語が
た

り
に
、「
…
。
そ
の
世
にニ

は�

か

く
こ
そ�

侍
り
し
か
」
と
申
さ
れ
き
。（
二
一
五
）

　

右
用
例
の
述
部
「
侍
り
し
か
」
の
「
侍
り
」
は
、「
あ
り
」
の
丁
寧
語

で
あ
る
。
す
る
と
、
コ
ソ
を
除
く
と
、「
か
く
あ
り
き
」、
つ
ま
り
「
か
か

り
き
」
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
、「
あ
り
き
」
は
も
ち
ろ
ん
、「
侍
り
し
か
」

も
補
助
語
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
か
く
」
は
被
補
助
語
と
い
う
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

七
、�

接
続
部
が
コ
ソ
を
伴
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
述
部
が
已

然
形
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
文
（
Ｆ
構
文
）

　

Ｆ
構
文
に
は
、
下
位
分
類
と
し
て
の
項
目
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
下
位
分
類
項
目
記
号
の
必
要
は
な
い
が
、
全
体
の
体
裁
に
倣
っ
て
、

Ｆ
ｎ
構
文
と
す
る
。

　

⒁�
…
、
あ
る
人
、「
…
。
覚お
ぼ

束つ
か

な
く
こ
そ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
さ
候さ

う
ら

へ
ば
こ
そ
、
世
に
あ
り
が
た
き
物
に
は
侍
り
け
れ
」
と
て
、
い
よ

い
よ
秘ひ

蔵さ
う

し
け
り
。（
八
八
）

　

右
用
例
の
「
さ
候
へ
ば
こ
そ
、
」
は
、
接
続
助
詞
「
ば
」
を
用
い
て
成
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る
接
続
部
で
あ
る
。
そ
の
述
部
は
、
被
補
助
語
「
世
に
あ
り
が
た
き
物
に

は
」
と
補
助
語
「
侍
り
け
れ
」
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
四
条
大
納
言
が
編

纂
し
た『
和
漢
朗
詠
集
』を
そ
れ
以
前
に
死
ん
だ
小
野
道
風
が
書
く
な
ど
、

あ
り
え
な
い
こ
と
だ
が
、
だ
か
ら
、
世
に
あ
り
が
た
き
も
の
だ
と
い
っ
て

い
る
、
あ
の
段
で
あ
る
。

　

○�

孝け
う

養や
う

の
心
な
き
者
も
、
子
持
ち
て
こ
そ
、
親
の
志
〔
ヲ
〕
は
思
ひ

知
る
な
れ
。（
一
四
二
）

　

接
続
部
の
判
断
は
難
し
い
。
明
確
な
順
接
・
逆
接
以
外
は
、
避
け
た
い

と
常
々
思
っ
て
い
る
。
特
に
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
導
く
文
の
成
分
に
つ

い
て
は
、
接
続
部
と
は
見
な
い
ほ
う
が
穏
や
か
だ
、
と
思
っ
て
い
る
。
右

用
例
の「
子
持
ち
て
こ
そ
、
」は〈
子
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て（
始
め
て
）、
〉

と
読
み
と
れ
る
。
ニ
テ
格
補
充
成
分
の
修
飾
部
と
で
も
見
た
ほ
う
が
適
当

か
、
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　

八
、
兼
好
が
コ
ソ
を
最
も
多
く
用
い
た
文
の
成
分

　

本
章
を
お
読
み
い
た
だ
く
に
際
し
て
は
、
時
枝
誠
記
編
『
徒
然
草
総
索

引
』
の
「
こ
そ
」
の
項
を
開
い
て
か
ら
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
「
こ

そ
」
の
項
は
、
Ⅰ
（
体
言
＋
こ
そ
）・
Ⅱ
（
連
体
形
＋
こ
そ
）・
Ⅲ
（
形
容

詞
連
体
形
＋
こ
そ
）・
Ⅳ
（
副
詞
＋
こ
そ
）
に
分
類
し
た
う
え
で
、
文
脈

が
見
え
る
よ
う
該
当
本
文
が
引
い
て
あ
る
。
他
の
助
詞
に
下
接
す
る
用
例

に
つ
い
て
は
、
複
合
助
詞
と
し
て
、「
だ
に
―
」「
て
―
」「
と
―
」「
に
―
」

「
に
て
―
」「
の
み
―
」「
ば
―
」「
へ
―
」「
も
―
」「
よ
り
―
」「
を
―
」

の
項
へ
の
方
向
指
示
を
し
て
い
る
。

　

そ
の
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
の
四
分
類
の
う
ち
、
Ⅱ
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と

は
、
既
に
触
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
準
体
法
体
言
に
コ
ソ
が
付

く
用
法
の
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
直
ち
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の

Ⅱ
に
は
、
小
稿
の
い
う
Ａ
構
文
・
Ｂ
構
文
の
殆
ど
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
ｂ
構
文
や
Ｂ
ｄ
構
文
の
な
か
に
は
、
Ⅱ
だ
け
で

な
く
、
Ⅰ
の
な
か
に
も
該
当
す
る
用
例
が
若
干
見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
も

確
認
し
て
き
て
い
る
。

　

Ⅲ
・
Ⅳ
、
お
よ
び
他
の
助
詞
の
下
に
付
く
コ
ソ
は
、
小
稿
の
Ｃ
・
Ｄ
・

Ｅ
・
Ｆ
構
文
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
稿
の
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
構
文

に
見
ら
れ
る
用
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
か
に
僅
少
用
例
で
あ
る
か
が
、
こ

れ
ま
た
、
直
ち
に
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

小
稿
は
、文
を
直
接
構
成
す
る
文
の
成
分
に
付
い
て
い
る
コ
ソ
を
、Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
構
文
に
分
類
し
、
そ
の
小
分
類
の
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・

ｄ
・
ｅ
・
ｆ
・
ｇ
・
ｈ
・
ｉ
・
ｊ
・
ｋ
・
ｌ
・
ｍ
・
ｎ
の
代
表
用
例
を
引

い
た
う
え
で
、
適
宜
、
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
て
、
○
印
用
例
を
配
し
て
あ

る
。
紙
数
の
都
合
で
、
止
む
な
く
省
略
し
た
用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
省
略
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用
例
の
大
半
が
Ｂ
構
文
で
あ
る
。

　

そ
の
Ｂ
構
文
の
な
か
に
は
、△
印
用
例
が
若
干
見
ら
れ
る
。そ
れ
ら
は
、

Ａ
構
文
と
し
て
の
意
識
の
見
ら
れ
る
文
で
あ
る
。
そ
の
△
印
用
例
は
、
Ａ

構
文
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
な
か
に
も
一
部
登
場
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
も
、
表
面
的
に
は
Ｂ
構
文
で
あ
っ
て
も
、
本
来
は
、
Ａ
構
文
と
し
て
発

想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
読
み
と
れ
た
用
例
で
あ
る
。

　
　
　

九
、
Ｂ
構
文
か
ら
さ
ら
に
見
え
て
く
る
Ａ
構
文
の
発
想

　

既
に
見
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
Ａ
構
文
の
提
題
の
「
―
は
」
の
、
そ
の

「
―
」
に
位
置
す
る
名
詞
は
、
そ
の
概
念
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
よ
い
か
、

兼
好
が
常
時
考
え
つ
づ
け
て
い
た
抽
象
概
念
で
あ
る
。提
題
の「
―
は
」は
、

そ
う
い
う
意
味
で
、
文
の
成
分
と
し
て
は
、
主
題
部
と
呼
び
た
い
成
分
で

あ
っ
た
。
連
体
形
準
体
法
の
準
体
法
体
言
は
、
そ
の
主
題
を
捉
え
る
た
め

に
気
づ
い
た
素
材
の
具
体
的
な
動
き
を
活
用
語
で
捉
え
て
体
言
化
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
準
体
法
体
言
こ
そ
」
と
し
て
ガ
格
（
＝
対
象
格
）

に
位
置
づ
け
た
の
だ
か
ら
、
述
部
と
し
て
の
形
容
詞
や
形
容
詞
に
準
じ
る

文
の
成
分
か
ら
は
、
対
象
語
と
呼
ん
で
理
解
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
れ
を
主
部
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
当
た
ら
な
い
。
ガ
格
に
惹
か
れ

た
誤
解
で
あ
っ
た
。
認
識
す
る
主
体
か
ら
は
、
補
充
成
分
の
一
つ
と
こ
そ

見
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
ま
、
そ
う
反
省
し
て
い
る
。

　

既
に
見
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
Ａ
構
文
の
提
題
の
「
―
は
」
の
、
そ
の

「
―
」
に
位
置
す
る
名
詞
は
、「
人
は
、
」
の
「
人
」
で
あ
り
、「
世
は
」

の
「
世
」
で
あ
り
、「
女
は
」
の
「
女
」
で
あ
っ
た
。
前
文
を
受
け
て
想

定
さ
れ
た
「〔
―
ハ
〕」
の
「
―
」
も
、「〔
命
ハ
〕」
の
「
命
」
で
あ
り
、「〔
色

ハ
〕」
の
「
色
」
で
あ
っ
た
。
対
象
語
「
下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
」
と
語
順
を

違
え
た
「
男
は
」
も
、
そ
の
「
男
」
は
、
兼
好
が
考
え
つ
づ
け
て
い
た
抽

象
概
念
語
で
あ
っ
た
。「
下
戸
な
ら
ぬ
こ
そ
」
は
、
素
材
と
し
て
捉
え
た

具
体
的
な
動
き
を
体
言
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
理
想
の
男
性
の
一
面
で
あ

る
。

　

Ｂ
構
文
と
し
て
、
そ
こ
に
提
題
の
「
―
は
」
は
提
示
さ
れ
て
い
な
く
て

も
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
主
題
部
は
言
語
化
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
第
一
九

段
の
段
落
構
成
の
う
え
か
ら
、「
七
夕
ま
つ
る
こ
そ
な
ま
め
か
し
け
れ
。」

に
は
、
主
題
部
が
見
え
て
来
て
、
そ
こ
に
「
秋
は
、
」
が
、
文
字
化
さ
れ

て
い
な
く
て
も
、『
徒
然
草
』
の
兼
好
を
知
る
読
者
に
は
、
自
然
と
読
め

て
く
る
の
で
あ
る
。
文
か
ら
文
へ
の
展
開
か
ら
、「
今
め
か
し
く
き
ら
ら

か
な
ら
ね
ど
、
木
だ
ち
も
の
ふ
り
て
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
庭
の
草
も
、
心
あ
る

さ
ま
に
、
簀
子
・
透
垣
の
た
よ
り
を
か
し
く
、
う
ち
あ
る
調て
う

度ど

も
昔
覚お
ぼ

え

て
や
す
ら
か
な
る
こ
そ
、
心
に
く
し
と
見
ゆ
れ
。」
に
は
、「〔
庭
ノ
佇
マ

ヒ
ヤ
家
内
ノ
設
ヘ
ハ
〕」が
主
題
部
と
し
て
、そ
の
一
文
を
読
み
了
え
る
と
、
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読
み
と
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
汀み

ぎ
は

の
草
に
紅も
み
ぢ葉
の
散
り
と
ど
ま
り
て
、

霜
い
と
白
う
置
け
る
朝あ
し
た、

」
は
、
具
体
的
な
描
写
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

そ
ん
な
朝
は
、
ど
ん
な
素
材
を
求
め
て
ど
う
い
う
動
き
に
気
づ
い
て
捉
え

た
ら
、
す
ば
ら
し
い
と
い
え
る
の
か
、
そ
の
観
察
の
結
果
が
、「
遣や
り

水み
づ

よ

り
烟け
ぶ
り

の
立
つ
こ
そ
を
か
し
け
れ
。」な
の
で
あ
る
。そ
こ
で
、
、そ
の「
朝
」

が
提
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「〔
ハ
〕」
は
、
表
出
さ
れ
て
い

な
く
て
も
、
感
じ
と
れ
た
の
で
あ
る
。

　

極
端
な
こ
と
を
、
あ
え
て
い
う
と
、「
折
節
の
う
つ
り
か
は
る
こ
そ
、

も
の
ご
と
に
あ
は
れ
な
れ
。」
は
、
一
旦
、「
折
節
は
、
も
の
ご
と
に
う
つ

り
か
は
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。」
と
呟
い
た
後
、
以
下
の
春
夏
秋
冬
の
展

開
が
見
え
て
し
ま
っ
て
、筆
が
逸
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
和
歌
こ
そ
、

な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
。
…
…
、
お
そ
ろ
し
き
猪ゐ

の
し
し
も
、「
ふ
す

猪ゐ

の
床と
こ

」
と
言
へ
ば
や
さ
し
く
な
り
ぬ
。」
も
、
そ
の
直
前
、「
和わ

歌か

は
、

…
と
言
へ
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。」
と
呟
い
て
い
た
か
に
も
思
え
て
き
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。『
徒
然
草
』
本
文
が
、「
…
と
言
へ
ば
、
や
さ
し
く
な

り
ぬ
。」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
段
の
冒
頭
文
で
「
を
か
し
け
れ
。」

を
用
い
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
え
た
り
ま
で
し
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
　
　

十
、
Ａ
構
文
の
成
立
と
、
兼
好
の
認
識
の
論
理

　

か
つ
て
「
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」
と
、
そ
の
変
移
・
漸
移
の
諸

相
」
と
い
う
論
題（
（（
（

で
、
文
型
の
整
理
と
変
化
の
追
跡
と
考
察
と
を
試
み
た

こ
と
が
あ
る
。『
枕
草
子
』
な
ど
に
見
る
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
と
い
う

主
題
部
を
提
示
す
る
コ
ソ
係
結
文
は
、
そ
の
「
…
こ
そ
あ
れ
。」
の
「
こ
そ
」

の
上
に
は「
に
」が
脱
落
し
て
い
る
の
か
ど
う
な
の
か
曖
昧
で
あ
っ
た
が
、

江
口
正
弘
は
、
そ
こ
に
「
に
」
を
補
う
こ
と
へ
の
疑
問
を
提
出
し
た（
（1
（

。
た

だ
、『
源
氏
物
語
』の
異
本
間
な
ど
に
は
、そ
の
異
文
が
頻
度
高
く
見
ら
れ
、

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
「
…
こ
そ
あ
れ
。」
は
、
主
語
・
述
語
文

と
し
て
の
述
語
末
尾
の
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
「
に
」
を
そ

の
上
に
定
着
さ
せ
て
、「
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
と
な
っ
て
い
っ
た
と
見
え
て

く
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
、「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
と
あ
る
本
文
は

も
ち
ろ
ん
、「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
と
あ
る
本
文
も
、
い
ま
、
現
代
語
訳

も
の
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、〈
…
は
…
で
あ
る
。〉
と
訳
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
。」
文
は
、
語
序
を
違
え
て
、「
…
こ
そ
…
は

あ
れ
。」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
「
…
は
…
に
こ
そ
あ
れ
。」
と
も

な
っ
て
現
れ
、
さ
ら
に
、「
…
こ
そ
…
に
は
あ
れ
。」
と
い
う
よ
う
に
ま
で
、
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変
移
・
漸
移
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
変
移
・
漸
移
の
過
程
に

あ
る
一
用
例
を
『
徒
然
草
』
に
も
見
る
の
で
あ
る
。

　

○
大お

ほ

路ち

見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
。（
一
三
七
）

　

そ
の
「
…
に
て
は
あ
れ
」
の
「
て
」
は
、
時
代
が
当
代
に
下
っ
て
か
ら

入
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
に
」
と
「
あ
れ
」
と
が
「
は
」
を
排
除
し
て
、

融
合
す
る
と
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
已
然
形
「
な
れ
」
と
な
っ
て
、

『
徒
然
草
』
に
頻
用
さ
れ
る
次
の
文
型
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

○�

家
居
の
つ
き
づ
き
し
く
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ
、
仮か

り

の
宿や

ど

り
と
は

思
へ
ど
、
興き

よ
う

あ
る
も
の
な
れ
。（
一
○
）

　

○�

和
歌
こ
そ
、
な
ほ
を
か
し
き
も
の
な
れ
。（
一
四
）

　

そ
の
「
…
こ
そ
…
も
の
な
れ
。」
は
、『
源
氏
物
語
』
に
も
見
ら
れ
た
。

　

○�

「
…
。世
こ
そ�

定
な
き
も
の
な
れ
」と
、い
と
お
よ
す
け
の
た
ま
ふ
。

（
源
氏
・
一
・
帚
木
〔
一
四
〕）

　

○�

「
…
。
た
だ
、
知
ら
ぬ
涙
の
み
こ
そ�

心
を
く
ら
す
も
の
な
れ
」
な

ど
の
た
ま
ひ
て
、
…
。（
源
氏
・
二
・
須
磨
〔
四
〕）

　

右
の
前
用
例
も
、『
徒
然
草
』
一
四
段
の
用
例
に
同
じ
く
、
形
容
詞
連

体
形
に
「
も
の
な
れ
」
が
付
い
て
い
て
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
名
詞
文

と
い
う
よ
り
も
形
容
詞
文
性
の
感
じ
と
れ
る
述
部
で
あ
る
。
後
用
例
も
、

そ
れ
に
準
じ
て
読
ん
で
い
け
よ
う
。
や
が
て
、
そ
の
主
部
（
主
語
）
は
、

補
充
成
分
（
対
象
語
）
の
意
識
に
漸
移
し
、
述
部
に
は
、
形
容
詞
が
多
く

採
用
さ
れ
て
、
形
容
詞
文
が
顕
著
に
な
っ
て
い
っ
た
と
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

兼
好
は
、
万
象
を
認
識
す
る
認
識
の
し
か
た
を
、
彼
の
精
神
発
達
史
の

な
か
の
あ
る
段
階
で
定
着
さ
せ
て
い
た
。『
枕
草
子
』
を
始
め
と
す
る
和

文
の
文
献
に
見
る
認
識
の
文
体
や
漢
籍
・
仏
典
の
主
題
の
論
述
や
を
受
け

と
め
て
、
独
自
の
認
識
の
論
理
が
定
着
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、《
対
象
を

総
括
す
る
抽
象
概
念
を
抽
象
名
詞
化
し
て
ハ
を
添
え
た
提
題（
＝
主
題
部
）

を
提
示
し
て
、
具
体
的
な
動
き
を
捉
え
た
準
体
法
体
言
に
コ
ソ
を
添
え
た

文
の
成
分
（
＝
補
充
成
分
と
し
て
の
対
象
語
）
＋
そ
の
対
象
語
に
対
す
る

心
象
を
述
べ
る
形
容
詞
を
已
然
形
に
し
て
結
ん
だ
文
の
成
分
（
＝
形
容
詞

文
と
し
て
の
述
部
）》と
い
う
一
文
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。そ
れ
が
、

兼
好
の
認
識
の
論
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
章
に

お
い
て
、
該
当
用
例
に
即
し
て
説
明
し
て
き
て
い
る
。

　

兼
好
の
認
識
の
論
理
は
、小
稿
に
い
う
Ａ
構
文
に
よ
る
認
識
で
あ
っ
た
。

Ｂ
構
文
も
ま
た
、
実
は
、
Ａ
構
文
で
あ
っ
た
。
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
構
文
は

除
外
し
て
こ
そ
、
明
快
な
論
考
と
な
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
コ
ソ
係

結
文
の
全
体
も
見
え
る
よ
う
欲
張
る
こ
と
と
し
た
。
弘
融
僧
都
の
「
不
具

な
る
こ
そ
よ
け
れ
。」（
八
二
）
を
評
価
す
る
兼
好
で
あ
る
。
整
え
ら
れ
た

結
論
な
ど
期
待
す
る
は
ず
が
な
い
。
あ
え
て
、
不
揃
い
の
ま
ま
の
報
告
と

す
る
。
そ
の
兼
好
は
、
常
時
、
Ａ
構
文
を
言
語
中
枢
に
秘
め
て
い
た
。
そ
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の
態
勢
で
、
こ
の
世
の
人
間
を
、
そ
の
振
る
舞
い
を
、
さ
ら
に
は
季
節
や

諸
行
事
を
ま
で
観
察
し
つ
づ
け
て
い
た
合
理
主
義
の
粋
人
が
兼
好
で
あ
っ

た
。

注（
1
）�

大
野
晋
「
日
本
古
典
文
法
―
そ
の
一
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
至
文
堂
・
昭
和

三
十
年
十
二
月
）
な
ど
。

（
（
）�『
徒
然
草
』
の
文
章
構
造
に
関
心
を
懐
か
せ
て
く
れ
た
出
会
い
の
書
は
、
白
石
大

二
著
『
徒
然
草
の
語
法
と
文
脈
』（
明
治
書
院
・
昭
和
四
十
五
年
）
で
あ
る
が
、

小
稿
の
問
題
点
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
ば
ら
く
し
て
、『
徒
然
草
講
座

第
四
巻
』（
有
精
堂
・
昭
和
四
十
九
年
）
か
ら
は
、「
題
述
文
「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」

と
、
そ
の
変
移
・
斬
移
の
諸
相
（
上
）（
下
）」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
○
五
巻
七

号
・
十
二
号
／
平
成
十
六
年
）
執
筆
に
際
し
て
多
く
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。

殊
に
、
徒
然
草
の
言
語
と
い
う
項
目
の　

関
根
俊
雄
「
文
法
」・
増
淵
恒
吉
「
文
章
」

か
ら
は
、
そ
こ
に
注
記
さ
れ
た
先
行
研
究
に
遡
っ
て
ま
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

小
稿
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
徒
然
草
源
泉
の
項
の
三
田
村
雅

子
「
枕
草
子
」
一
編
が
該
当
し
た
。
国
語
科
教
師
と
し
て
漠
然
と
感
じ
て
い
た
と

こ
ろ
と
全
面
的
に
一
致
す
る
ご
論
で
、
平
易
で
明
快
な
論
述
で
あ
っ
た
。
た
だ
、

『
枕
草
子
』
の
、
そ
の
コ
ソ
係
結
文
が
即
『
徒
然
草
』
の
コ
ソ
係
結
文
と
一
致
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
大
方
の
常
識
を
受
け
て
、
今
回
、
小
稿
は
、『
枕
草
子
』

コ
ソ
係
結
文
を
誤
解
し
て
、
そ
こ
に
新
た
な
認
識
の
論
理
が
構
築
さ
れ
た
コ
ソ
係

結
文
を
定
着
さ
せ
た
一
作
品
と
し
て
『
徒
然
草
』
が
存
在
す
る
、
と
、
言
お
う
と

思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。

（
（
）�

筆
者
が
ど
う
し
て
文
節
文
論
を
避
け
て
文
の
構
造
を
説
く
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の

前
年
に
中
学
校
指
導
シ
リ
ー
ズ
国
語
『
口
語
文
法
の
あ
ゆ
み
―
『
学
図
』
の
わ
か

り
や
す
い
文
法
―
』（
学
校
図
書
・
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
）
と
い
う
（（
ペ
ー

ジ
の
小
冊
子
に
述
べ
て
あ
る
。
そ
の
『
中
学
校
国
語
』
に
筆
者
は
現
在
も
編
集
委

員
と
し
て
残
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
そ
の
文
の
構
造
の
取
り
扱
い
は
、
現
在
も

基
本
的
に
は
同
じ
姿
勢
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
白
石
恭
子
「
佐

伯
梅
友
の
文
法
テ
キ
ス
ト
」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
九
五
年
七
月
号
）
が

関
連
す
る
取
り
扱
い
方
と
し
て
取
り
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
、

「
い
ま
、
文
の
成
分
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
（
上
）（
下
）」（「
國
學
院
雜
誌
」

第
一
〇
〇
巻
十
号
・
十
二
号
／
平
成　

十
一
年
十
月
・
十
二
月
）
執
筆
の
契
機
と

も
な
っ
た
。

（
（
）「
係
結
の
構
文
論
的
取
り
扱
い
」（「
文
教
大
国
文
」
10
号
・
昭
和
五
十
六
年
）。

（
（
）「『
徒
然
草
』
の
句
読
」（「
國
學
院
大
學
紀
要
」
第
三
十
七
巻
・
平
成
十
一
年
）。

（
（
）�「
補
助
動
詞「
あ
り
」小
論
」（『
田
辺
博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』（
桜

楓
社
）所
収
・
昭
和
五
十
四
年
）の
第
三
章
に
お
い
て
、「
麗
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
」

（
源
氏
・
桐
壺
）
な
ど
に
つ
い
て
い
っ
た
の
が
最
初
か
。
学
習
の
う
え
で
の
取
り

扱
い
の
呼
び
方
で
し
か
な
い
が
、
他
の
用
例
が
す
べ
て
文
の
成
分
に
相
当
す
る
こ

と
を
認
識
さ
せ
る
う
え
で
、
意
味
あ
る
呼
び
方
と
し
て
自
負
し
て
い
る
。

（
（
）�

学
校
文
法
な
ど
で
は
主
語
と
か
主
部
と
か
呼
ん
で
取
り
扱
う
ガ
格
の
う
ち
、
述
語

や
述
部
と
な
っ
て
い
る
形
容
詞
か
ら
見
て
感
情
の
機
縁
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
、

時
枝
誠
記
は
、そ
の
著『
国
語
学
原
論
』（
岩
波
書
店
・
昭
和
十
六
年
）第
三
篇「
各

論
」
第
三
章
「
文
法
論
」
四
「
文
の
成
立
条
件
」
二
「
文
に
お
け
る
格
」
㈡
「
主

語
格
と
対
象
格
」（
三
七
三
ペ
以
降
）
に
お
い
て
、
対
象
語
と
呼
ん
で
い
る
。
そ

の
見
方
に
従
い
、
筆
者
は
、
学
図
文
法
の
主
部
を
、
い
わ
ゆ
る
主
語
と
こ
の
対
象

語
と
に
分
け
て
取
り
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
。

（
（
）�

佐
久
間
鼎
『
日
本
語
の
特
質
』（
育
英
書
院
・
昭
和
十
六
年
）
と
三
上
章
『
現
代

語
法
序
説
』（
刀
江
書
院
・
昭
和
二
十
八
年
）
と
か
ら
名
詞
文
・
動
詞
文
を
学
び
、

川
端
善
明
「
用
言
」（『
講
座
日
本
語
第
六
巻
文
法
Ⅰ
』
所
収
／
岩
波
書
店
・
昭
和
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五
十
一
年
）
か
ら
形
容
詞
文
を
学
ん
だ
と
受
け
と
め
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
こ
の
問
題
を
最
も
早
く
意
識
し
た
の
は
、
今
泉
忠
義
著
『
標
準
国
文
法
』

（
旺
文
社
・
昭
和
二
十
九
年
）
の
第
二
編
「
文
と
文
節
（
文
章
論
）」
の
［
四
］「
主

語
述
語
の
関
係
」
の
三
用
例
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
筆
者
自
身
が

動
詞
文
・
形
容
詞
文
・
名
詞
文
と
し
て
受
け
と
め
て
き
て
も
い
る
。

（
（
）�「
放
任
表
現
考
」（
國
學
院
短
期
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
『
日
本
文
学
の

伝
統
』
所
収
・
平
成
六
年
）。

（
10
）�「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
」「
け
は
い
」
な
ど
と
、
そ
の
述

語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
と
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
一
七
巻
第
九
号
・

平
成
二
十
八
年
）。

（
11
）�「
提
題
文「
…
は
…
こ
そ
あ
れ
」と
、そ
の
変
移
・
漸
移
の
諸
相（
上
）（
下
）」（「
國

學
院
雜
誌
」
第
一
○
五
巻
七
号
・
十
二
号
／
平
成
十
六
年
七
月
・
十
二
月
）。

（
1（
）�

江
口
正
弘
「
こ
そ
あ
れ
」
考
―
文
型
と
意
味
―
」（「
国
語
学
」
第
五
五
号
・
昭
和

三
十
八
年
）。


