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〇　

は
じ
め
に

　

古
典
文
を
文
法
的
に
読
む
、
す
な
わ
ち
古
典
文
を
日
本
語
学
的
知
見
を

利
用
し
て
読
む
と
い
う
場
合
、
次
の
二
つ
の
手
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
あ

る
句
型
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
論
考
の
成
果

を
、
同
じ
句
型
の
解
釈
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
解
釈

文
法
と
は
無
関
係
に
解
明
さ
れ
た
語
学
的
な
法
則
的
事
実
を
古
典
文
の
解

釈
に
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
は
、
例
え
ば
、

古
典
文
を
文
法
的
に
読
む
と
い
う
こ
と

─
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
」
の
解
釈
に
つ
い
て
─

小
田
　
勝

　

・ 「
…
て
…
禁
止
」
と
い
う
句
型
は
命
令
の
意
だ
け
が
「
て
」
節
に
及

び「
…
し
ろ
、…
す
る
な
」の
意
を
表
す
と
い
う
青
島
徹（
一
九
六
〇
）

の
指
摘

　

・ 「
遅
く
…
」
と
い
う
句
型
は
「
そ
の
時
間
に
な
っ
て
も
…
し
な
い
」

の
意
を
表
す
と
い
う
岡
崎
正
継
（
一
九
七
三
）
の
指
摘

　

・ 「
…
ば
や
…
連
体
形
」
と
い
う
句
型
は
「
…
か
ら
…
の
か
」
の
形
で

解
釈
さ
れ
る
と
い
う
小
田
勝
（
二
〇
一
七
）
の
指
摘

を
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
古
典
文
の
句
型
の
解
釈
に
そ
の
ま
ま
用
い
る
な

ど
、
後
者
に
は
、
例
え
ば
、
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・ 
小
松
登
美
（
一
九
五
七
）、
岡
崎
正
継
（
一
九
八
六
）
な
ど
が
指
摘

す
る
「
中
古
の
助
動
詞
「
き
」
は
発
話
当
日
中
の
過
去
を
表
さ
な
い
」

と
い
う
法
則
的
事
実
を
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
「
君
は
御
直な
ほ
し衣

姿

に
て
、
御み

随ず
い

身じ
ん

ど
も
も
、
あ
り
し
な
に
が
し
、
く
れ
が
し
。」（
①

一
五
〇（

（
（

、
読
点
の
位
置
を
変
更
）
の
句
読
に
用
い
る
（
小
田
勝

（
二
〇
一
八
）
六
四
頁
で
述
べ
た
）

　

・ 

岡
﨑
友
子
（
二
〇
〇
二
）
が
指
摘
す
る
「
中
古
の
サ
系
の
指
示
副
詞

は
直
示
（
現
場
指
示
）
に
用
い
ら
れ
な
い
」
と
い
う
法
則
的
事
実
を

百
人
一
首
歌
「
我
が
庵
は
都
の
辰
巳
し
か
ぞ
す
む
」
の
解
釈
に
用
い

る
（
小
田
勝
（
二
〇
二
一
）
で
述
べ
た
）

な
ど
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
後
者
は
、
本
来
解
釈
を
目
的
と
し
た

も
の
で
は
な
い
日
本
語
学
的
な
知
見
を
、
古
典
文
解
釈
と
い
う
別
の
目
的

に
流
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
適
用
に
は
一
種
の
勘
の
よ
う

な
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
難
易
度
が
高
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
こ
の
後

者
の
手
法
の
重
要
性
を
示
す
た
め
、
そ
の
一
事
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』

夕
顔
巻
の
次
の
妖
怪
の
詞
の
傍
線
部
の
解
釈
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

　

（　

 

宵
過
ぐ
る
ほ
ど
、
す
こ
し
寝
入
り
た
ま
へ
る
に
、
御
枕ま
く
ら

上が
み

に
い

と
を
か
し
げ
な
る
女
ゐ
て
、「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て

ま
つ
る
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
、
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
率ゐ

て
お
は
し
て
時
め
か
し
た
ま
ふ
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
く
つ
ら
け

れ
」
と
て
、
こ
の
御
か
た
は
ら
の
人
を
か
き
起
こ
さ
む
と
す
と
見

た
ま
ふ
。（
①
一
六
四
）

　

実
は
、
古
典
語
学
の
専
門
的
な
知
識
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
右
の
傍
線
部

の
解
釈
は
直
ち
に
一
意
に
決
ま
っ
て
解
釈
に
揺
れ
は
起
き
な
い
の
だ
が
、

そ
の
知
見
が
文
学
の
研
究
者
に
届
か
ず
、
こ
の
文
の
解
釈
に
関
す
る
諸
氏

の
所
論
は
、
そ
う
と
う
無
用
に
混
乱
し
て
い
る
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
語
学
的
な
法
則
的
事
実
の
古
典
文
解
釈
へ
の
適
用
」
の
一
事
例
と
す
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。

一　

諸
注
の
解
釈

　

ま
ず
は
じ
め
に
、
戦
後
の
主
要
注
釈
書
の
解
釈
を
確
認
し
て
お
く
。
大

き
く
、
次
の
三
種
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。

Ⅰ 
「
見
た
て
ま
つ
る
［
人
］」（「
人
」
は
「
お
の
（
＝
私
）」
以
外
の
人
）

の
意
の
準
体
言
に
取
る
も
の
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・ 

わ
た
く
し
が
君
を
い
と
め
で
た
し
と
見
申
し
あ
げ
て
い
る
の
に
、
そ

の
わ
た
く
し
を
、
見
む
き
も
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
で
…
…
と
い
う
よ

う
に
見
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
女
」

を
六
条
御
息
所
に
あ
て
て
考
え
る
の
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

を
離
れ
て
文
章
を
白
紙
の
心
で
考
え
る
な
ら
、
わ
た
く
し
が
ほ
ん
と

う
に
お
立
派
だ
と
見
申
し
あ
げ
て
い
る
お
方
を
ば
見
む
き
も
な
さ
ら

な
い
で
…
…
と
い
う
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
方
が
次
の

「
か
く
こ
と
な
る
こ
と
な
き
人
を
」
に
対
し
て
も
自
然
な
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
を
か
し
げ
な
る
女
」
は
だ
れ

か
の
肩
を
も
っ
て
い
る
だ
け
で
、
自
分
の
直
接
の
う
ら
み
で
な
い
点

に
、
割
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
出
る
。（
佐
伯
梅
友
『
校
注
源
氏
物

語
新
抄
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
52
年
）

　

・ 

わ
れ
が
い
か
に
も
め
で
た
し
と
見
申
す
お
方
を
ば
心
し
て
お
求
め
に

な
る
こ
と
な
く
、
か
か
る
格
別
の
こ
と
な
き
女
を
率
い
て
こ
こ
に
お

わ
し
て
ご
寵
愛
に
な
る
と
は
ま
こ
と
に
心
外
で
恨
め
し
い
よ
。「
を

ば
」
の
下
に（

2
（

「
人
」
が
略
さ
れ
て
い
る
と
見
て
お
く
。（
柳
井
滋
・

室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
、

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
岩
波
書
店
、
平
成
5
年
）

　

・ 

わ
れ
が
い
か
に
も
す
ば
ら
し
い
と
拝
見
す
る
お
方
を
ば
心
し
て
訪
れ

な
さ
る
こ
と
な
く
、
こ
ん
な
格
別
の
こ
と
も
な
い
人
（
夕
顔
の
女
）

を
連
れ
て
こ
こ
に
い
ら
し
て
ご
寵
愛
に
な
る
と
は
ま
こ
と
に
心
外
で

恨
め
し
い
こ
と
よ
。「
を
ば
」
の
上
に
「
人
」（
六
条
の
女
）
が
略
さ

れ
て
い
る
と
す
る
説
に
従
う
。（
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・

鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞
和
・
今
西
祐
一
郎
、
岩
波
文
庫
『
源
氏
物
語

一
』
岩
波
書
店
、
平
成
29
年
）

Ⅱ
「
見
た
て
ま
つ
る
［
お
の
（
＝
私
）］」
の
意
の
準
体
言
に
取
る
も
の

　

・ 

ほ
ん
と
に
ご
立
派
と
お
見
あ
げ
申
し
て
お
り
ま
す
わ
た
く
し
を
尋
ね

よ
う
と
も
な
さ
ら
な
い
で
、
こ
ん
な
取と
り

柄え

も
な
い
女
を
つ
れ
て
お
い

で
に
な
っ
て
ち
や
ほ
や
な
さ
る
な
ん
て
、
ほ
ん
と
に
呆あ
き

れ
ま
す
、
た

ま
り
ま
せ
ん
（
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
一
』
角
川
書
店
、
昭
和

39
年
）

Ⅲ
「
を
ば
」
を
接
続
助
詞
風
に
取
る
も
の

　

ⅰ 

逆
接
の
意
と
し
て
解
釈
す
る
も
の（
た
だ
し
、※
を
付
し
た
も
の
は
、

意
味
的
に
は
Ⅲ
ⅱ
の
解
に
、
し
た
が
っ
て
Ⅱ
の
解
に
帰
着
す
る
）

　
　

・ 

私
が
大
層
お
立
派
だ
と
お
慕
ひ
し
て
ゐ
る
の
に
、
お
訪
ね
下
さ
ら

な
い
で
、
こ
ん
な
取
柄
も
な
い
女
を
連
れ
て
い
ら
つ
し
や
つ
て
御

寵
愛
に
な
る
と
は
、
ひ
ど
く
心
外
に
恨
め
し
い
。（
池
田
亀
鑑
、

日
本
古
典
全
書
『
源
氏
物
語
一
』
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
2（
年
）
※

　
　

・ 
わ
が
身
が
、ま
こ
と
に
め
で
た
き
夫つ
ま

と
お
慕
い
見
し
て
い
る
の
に
、

お
訪
ね
く
だ
さ
ら
ず
、
か
よ
う
に
別
段
の
こ
と
も
な
い
女
を
お
連
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れ
な
さ
れ
て
、
ご
寵
ち
よ
う

愛あ
い

に
な
る
と
は
、
ほ
ん
と
に
心
外
で
、
つ
ら

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。（
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
、

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
一
』
小
学
館
、
昭
和
45
年
）
※

〈
頭
注「「
私
が
ご
り
っ
ぱ
だ
と
存
じ
あ
げ
て
い
る
お
方（
御
息
所
）

を
」
と
解
す
る
説
も
あ
る
。」〉

　
　

・ 

私
が
あ
な
た
を
大
層
美
し
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
に
（
傍
注
）　

私

を
愛
し
て
尋
ね
て
も
下
さ
ら
な
い
で
（
傍
注
）（
吉
澤
義
則
『
対

校
源
氏
物
語
新
釈
一
』
平
凡
社
、
昭
和
27
年
）
※

　
　

・ 

私
が
大
層
ご
立
派
な
お
方
と
お
慕
い
申
し
て
い
ま
す
の
に（
傍
注
）

（
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
源
氏
物
語
一
』

新
潮
社
、
昭
和
5（
年
）

　
　

・ 

こ
の
私
が
、
ま
こ
と
に
ご
立
派
な
お
方
と
お
慕
い
見
し
て
い
る
の

に
、
訪
ね
よ
う
と
も
お
思
い
に
な
ら
ず
、
か
よ
う
に
別
段
の
こ
と

も
な
い
女
を
お
連
れ
な
さ
れ
て
、
ひ
ど
く
か
わ
い
が
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
は
、
ほ
ん
と
に
心
外
で
恨
め
し
く
存
じ
ま
す
。（
阿
部

秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
源
氏
物
語
一
』
小
学
館
、
平
成
6
年
）
※

　
　

・ 

こ
の
自
分
が
、
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
、
と
あ
な
た
の
こ
と
を
お

慕
い
申
し
あ
げ
て
い
る
の
に
、
あ
な
た
は
訪
ね
よ
う
と
も
お
思
い

に
な
ら
な
い
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
大
し
た
こ
と
も
な
い
女
を
連
れ

て
お
い
で
に
な
り
、
ご
寵
愛
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
、
本

当
に
不
愉
快
で
恨
め
し
い
（
中
野
幸
一
編
集
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞

と
基
礎
知
識
⑧
夕
顔
』
至
文
堂
、
平
成
（2
年
）
※

　
　

・ 

こ
の
私
わ
た
く
し

が
ま
こ
と
に
ご
立
派
な
お
方
と
お
慕
い
申
し
て
お
り
ま

す
の
に
、
尋
ね
て
や
ろ
う
と
も
お
思
い
に
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な

何
の
取
り
柄
も
な
い
女
を
連
れ
て
お
い
で
に
な
り
、
ご
寵
愛
な
さ

る
と
は
、ま
こ
と
に
心
外
で
恨
め
し
く
存
じ
ま
す
。（
中
野
幸
一『
正

訳
源
氏
物
語
本
文
対
照
第
一
冊
』
勉
誠
出
版
、
平
成
27
年
）
※

　

ⅱ 

「
…
の
に
、
そ
の
私
を
」
の
よ
う
な
意
で
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
も
の
（
意
味
的
に
は
Ⅱ
の
型
と
言
え
る
）

　
　

・ 

私
が
、
御
身
（
源
氏
）
を
大
層
お
美
し
い
と
見
申
す
の
に
、
そ
れ

を
ば
源
氏
は
訪
ね
る
こ
と
も
お
考
え
な
さ
ら
ず
し
て
、
こ
ん
な
、

格
別
取
柄
も
無
い
女
を
連
れ
て
お
い
で
な
さ
れ
、
御
寵
愛
な
さ
る

の
は
、
ど
う
も
私
は
ひ
ど
く
心
外
で
つ
ら
い
。（
山
岸
徳
平
、
日

本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
一
』
岩
波
書
店
、
昭
和
33
年
）

　
　

・ 

私
は
あ
な
た
さ
ま
を
ほ
ん
と
う
に
お
立
派
な
お
方
だ
と
お
慕
ひ
申

し
あ
げ
て
を
り
ま
す
の
に
、
そ
の
私
を
、
尋
ね
て
や
ら
う
と
も
お

思
ひ
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ
ん
な
吹
け
ば
飛
ぶ
や
う
な
つ
ま

ら
な
い
女
を
連
れ
て
い
ら
し
て
、お
か
は
い
が
り
に
な
る
な
ん
て
、

い
か
に
も
見
る
も
嫌
な
、
く
や
し
い
お
仕
打
ち
で
す
こ
と
（
今
泉
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忠
義
訳
『
源
氏
物
語
現
代
語
訳
一
』
桜
楓
社
、
昭
和
49
年
）

　
　

・ 

私
が
（
あ
な
た
様
を
）
誠
に
す
ば
ら
し
い
と
お
見
あ
げ
申
し
て
い

ま
す
の
（
に
、
そ
の
私
）
を
、
尋
ね
よ
う
と
も
お
思
い
に
な
ら
な

い
で
、
こ
の
よ
う
に
格
別
な
こ
と
も
な
い
女
性
を
お
連つ

れ
な
さ
っ

て
、御
寵
愛
あ
そ
ば
す
な
ん
て
、全
く
心し
ん

外が
い

で
薄は
く

情じ
よ
う

な
こ
と
で
す
。

（
佐
藤
定
義
訳
『
源
氏
物
語
（
』
明
治
書
院
、
平
成
7
年
）

　

ⅲ 

「
…
の
に
、
そ
の
こ
と
を
」
の
よ
う
な
意
で
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
も
の

　
　

・ 

私
が
、本
当
に
す
ば
ら
し
い
お
方
だ
と
見
申
し
上
げ
て
い
る
の
に
、

そ
れ
に
対
し
て
は
尋
ね
て
も
下
さ
ら
な
い
で
（
人
も
あ
ろ
う
に
）

こ
ん
な
何
の
取
り
柄
も
な
い
人
を
連
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
ご

寵
愛
な
さ
る
と
は
、
ま
こ
と
に
心
外
で
薄
情
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
（
山
崎
良
幸
・
和
田
明
美
『
源
氏
物
語
注
釈
二
』
風
間
書
房
、

平
成
（2
年
）

二　

解
釈
の
候
補
と
先
行
研
究

　

さ
て
、
（
の
句
の
解
釈
と
し
て
、
あ
り
得
る
候
補
を
列
挙
す
れ
ば
、
次

の
も
の
で
尽
き
る
で
あ
ろ
う（

3
（

。

Ａ 　
「
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
」
の
「
た
て
ま
つ
る
」
を
準
体
言
、「
を
」
を

格
助
詞（

4
（

と
み
る
。

　

①　

 「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
△
を
ば
」の
△
に「
人
」

（「
お
の
が
」
の
「
お
の
」
以
外
の
人
）
が
補
わ
れ
る
。（
前
節
の

Ⅰ
）

　

②　

 「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
△
を
ば
」の
△
に「
人
」

（「
お
の
が
」
の
「
お
の
（
＝
私
）」）
が
補
わ
れ
る
。（
前
節
の
Ⅱ

と
Ⅲ
ⅱ
）

　

③　

 「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
△
を
ば
」
の
△
に
「
コ

ト
」
が
補
わ
れ
る
。（
前
接
の
Ⅲ
ⅲ
）

Ｂ 　
「
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
」
の
「
を
」
を
接
続
助
詞
と
み
る
。（
前
節
の

Ⅲ
ⅰ
）

Ｃ　
「
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
。」で
終
止
す
る
、「
を
ば
」を
終
助
詞
と
み
る
。

　

右
の
う
ち
、Ｂ
は
無
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。実
際
、『
源
氏
物
語
』に「
を

ば
」
は
、
（
を
除
い
て
三
一
五
例
存
す
る
が
（『CD

-RO
M

角
川
古
典
大

観
源
氏
物
語
』
の
検
索
結
果
に
よ
る
）、
そ
の
内
訳
は
、「
体
言
に
付
く
も

の
」
二
八
三
例
、「
連
体
形
＋
を
ば
＋
他
動
詞
」
一
五
例
、「
連
体
形
＋
を

ば
…
（
に
／
と
／
連
用
形
）
＋
思
ふ
（
見
る
・
恨
む
・
嘆
く
・
す
）」
の

句
型
一
三
例
、「
連
体
形
＋
を
ば
＋
さ
る
も
の
に
て
」
二
例
、「
連
体
形
＋
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を
ば
」
が
「
…
に
対
し
て
」
の
意
の
も
の
一
例（

5
（

で
あ
っ
て
、
強
い
て
接
続

助
詞
風
に
解
釈
で
き
そ
う
な
例
は
、
次
の
一
例
く
ら
い
で
あ
る
。

　

2　

 

父
親み

王こ

お
は
し
け
る
を
り
に
だ
に
、
古ふ

り
に
た
る
あ
た
り
と
て
お

と
な
ひ
き
こ
ゆ
る
人
も
な
か
り
け
る
を
、
ま
し
て
今
は
、
浅あ
さ

茅ぢ

分

く
る
人
も
跡
絶
え
た
る
に
、
か
く
世
に
め
づ
ら
し
き
御
け
は
ひ
の

漏
り
に
ほ
ひ
く
る
を
ば
、
生な
ま

女を
ん
なば

ら
な
ど
も
笑ゑ

み
ま
け
て
、「
な

ほ
聞
こ
え
た
ま
へ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
て
ま
つ
れ
ど
、
あ
さ
ま
し

う
も
の
づ
つ
み
し
た
ま
ふ
心
に
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
見
も
入
れ
た
ま

は
ぬ
な
り
け
り
。（
末
摘
花
①
二
七
九
）

し
か
し
2
の
「
を
ば
」
の
「
を
」
も
、「
を
ば
」
の
全
用
例
か
ら
み
て
、「
…

に
対
し
て
」
の
意
で
「
そ
そ
の
か
し
た
て
ま
つ
れ
ど
」
に
係
る
格
助
詞
と

考
え
る
の
が
適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る（

6
（

。
Ｃ
は
、「
事こ
と

の
語か
た

り
言ご
と

も
此こ

を
ば
」

（
古
事
記
・
歌
謡
二
）
の
よ
う
な
終
助
詞
（
用
法
）
を
考
え
て
み
る
も
の

だ
が
、『
源
氏
物
語
』
に
終
助
詞
（
用
法
）
の
「
を
ば
」
は
ほ
か
に
存
せ
ず
、

形
と
し
て
も
不
自
然
な
上（

7
（

、「
を
ば
」
で
文
が
切
れ
る
な
ら
そ
の
下
の
「
尋

ね
思
ほ
さ
で
」
の
目
的
語
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
欠
け
た
目
的

語
は
内
容
的
に
も

─
さ
ら
に
言
え
ば
形
態
的
に
も

─
「
…
を
ば
」
の

部
分
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
補
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
、「
…
を
ば
尋
ね
思

ほ
さ
で
…
」
の
形
で
解
釈
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
な
る
。
問
題
は
、

そ
の
「
…
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
…
」
が
中
古
和
文
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
構
成
す
る
か
（
ど
の
よ
う
な
意
味
し
か
構
成
さ
れ
な
い
か
、
と
言
っ

て
も
よ
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
句
型
に
つ
い
て
一
連
の
論
考
を
提
出
し
た
の
は
門
前
真
一

氏
で
あ
る
が
、
当
初
、
門
前
真
一
（
一
九
五
八
）
で
は
右
の
Ａ
①
の
解
と

Ａ
③
の
解
で
揺
れ
て
い
た
（
よ
う
に
み
え
る
）
も
の
の
、
同
（
一
九
六
五
）

で
「
疑
問
の
余
地
の
な
い
単
純
な
連
体
節
（
引
用
者
注
、
本
稿
の
Ａ
①
の

解
を
い
う
）
で
あ
る
。」（
一
七
九
頁
）
と
断
定
し
、
続
く
同

（
一
九
六
七
・
一
九
六
八
ａ
・
一
九
六
八
ｂ
）
で
Ａ
②
の
よ
う
な
文
構
成

は
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
強
く
主
張
し
た
。Ａ
②
の
文
構
成
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
あ
り
得
る
句
型
だ
と
す
る
此
島
正
年
（
一
九
六
七
）
の
反
論
が
あ

る
の
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
両
氏
と
も
視
点
が
ず
れ
て
い
る
。
Ａ
②
が

成
立
し
な
い
の
は
「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
［
お
の
］

を
ば
」
と
い
う
同
一
名
詞
の
想
定
が
不
可
な
の
で
は
な
く
、
原
因
は
「
た

て
ま
つ
る
」
の
動
詞
と
し
て
の
性
質
に
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
、

　

3　

お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
れ
る0

［
お
の
］
を
ば

の
よ
う
に
、
存
続
の
助
動
詞
「
り
」
が
付
い
た
形
な
ら
ば
成
立
し
得
る
句
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型
と
な
る
（
な
ぜ
か
は
後
述
）。
た
だ
し
、
3
の
よ
う
な
句
型
を
門
前
氏

は
再
三
「
同
格
」
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
同
格
構
文
で
は
な
い
。
こ
れ

は
、

　

4　

 

五
条
に
ぞ
少
将
の
家

0

0

0

0

あ
る
△
に
い
き
つ
き
て
見
れ
ば（
大
和
物
語
・

三
二
三
）
△
＝
少
将
の
家

と
同
じ
も
の
で
、
準
体
言
の
下
に
補
わ
れ
る
主
名
詞（

8
（

が
準
体
節
内
に
残
存

0

0

し
て
い
る
も
の
、
近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
の
い
わ
ゆ
る
「
残
存
型
」、

黒
田
成
幸
（
二
〇
〇
五
）
の
い
わ
ゆ
る
「
主
辞
内
在
関
係
節
」
と
い
わ
れ

る
も
の
で
、
ち
ょ
う
ど
現
代
語
の

　

5　

机
の
上
に
み
か
ん
が0

あ
る
の
を
取
っ
て
。（「
の
」
＝
み
か
ん
）

な
ど
と
同
じ
句
型
で
あ
る
。
古
典
語
で
は
6
～
8
の
よ
う
な
例
が
あ
り
、

こ
れ
に
3
を
並
べ
て
み
れ
ば
、同
じ
句
型
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

6　

 

姫
宮
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
弁
が0

参
れ
る
△
に
の
た
ま
ふ
。（
総
角
・

⑤
二
四
七
）
△
＝
弁

　

7　

 

盗た
う

跖し
や
く

ガ0

諌い
さ

（
＝
勇
）
メ
リ
シ
△
（
＝
勇
敢
ダ
ッ
タ
）
モ
死
ニ
キ
。

（
今
昔
物
語
集
・
②
三
五
二
）
△
＝
盗
跖

　

8　

 

水
ノ
上
ニ
木
ノ
葉
ノ0

有
リ
シ
△
ヲ
取
テ
見
シ
カ
バ（
今
昔
物
語
集
・

②
三
一
〇
）
△
＝
木
ノ
葉

　

9　

 

お
の
が0

い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
れ
る
△
を
ば
（
＝
3
）
△

＝
お
の

つ
ま
り
、
3
（
＝
9
）
の
句
型
は
成
立
す
る
の
だ
が
、
同
一
名
詞
を
想
定

す
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
理
由
で
、
Ａ
②
の
解
は
成
立
し
な
い
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三　

作
用
性
用
言
が
構
成
す
る
準
体
句

　

さ
て
、
準
体
句
に
は
、
次
例
（0
ａ
の
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
な
い
主
名

詞
（
4
、
6
～
9
で
△
で
示
し
て
き
た
部
分
）
に
ヒ
ト
や
モ
ノ
が
想
定
さ

れ
る
準
体
句
と
、
（0
ｂ
の
よ
う
に
、
顕
在
し
て
い
な
い
主
名
詞
に
コ
ト
や

ノ
（
ト
キ
・
サ
マ
・
ト
コ
ロ
を
含
む
）
が
想
定
さ
れ
る
準
体
句
と
が
あ
る
。

　

（0
ａ　

 
仕つ
か

う
ま
つ
る
人
の
中
に
心こ

こ
ろ

確た
し

か
な
る
［
人
］
を
選
び
て
（
竹

取
物
語
・
三
七
）

　
　

ｂ　

 

む
か
し
、
月
日
の
ゆ
く
［
コ
ト
］
を
さ
へ
嘆な
げ

く
男
（
伊
勢
物
語
・
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一
九
四
）

（0
ａ
を
「
モ
ノ
準
体
」、
（0
ｂ
を
「
コ
ト
準
体
」
と
呼
ぼ
う
。
さ
て
、
石

垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
の
活
用
語
は
、
次
の
二
つ
に

分
け
ら
れ
る
。

　

（（
ａ　

 

形
状
性
用
言
…
終
止
形
が
イ
段
音
の
語（
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・

ラ
変
動
詞
、
お
よ
び
「
べ
し
・
た
り
・
け
り
・
き
」
な
ど
の
助

動
詞
）、
動
詞
「
見
ゆ
・
聞
こ
ゆ
・
思
ほ
ゆ
・
候
ふ
・
お
は
す
・

と
い
ふ
・
に
な
る
」、
助
動
詞
「
ず
・
む
・
ら
む
・
け
む
」。

ｂ　

作
用
性
用
言
…
右
以
外
の
活
用
語

そ
し
て
、
石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
に
よ
れ
ば
、
形
状
性
用
言
・
作
用
性

用
言
の
ど
ち
ら
も
コ
ト
準
体
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
モ
ノ
準
体
は
形

状
性
用
言
し
か
形
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（2　

形
状
性
用
言　
　

コ
ト
準
体　
　

モ
ノ
準
体

　

作
用
性
用
言　
　

コ
ト
準
体

例
外
は
（3
の
よ
う
な
場
合
で
、
準
体
句
が
主
語
に
立
ち
、
か
つ
述
語
が
形

状
性
用
言
で
あ
る
場
合
に
は
、
作
用
性
用
言
で
モ
ノ
準
体
を
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

（3　

 

猛た
け

き
武も

の
の
ふ士

の
心
を
も
慰
む
る

0

0

0

△
は
歌
な
り

0

0

。（
古
今
集
・
仮
名
序
・

一
七
）

有
名
な
『
源
氏
物
語
』
の
冒
頭
も
こ
の
句
型
で
あ
る
。

　

（4　

 

い
づ
れ
の
御お
ほ
む

時と
き

に
か
、
女に
よ
う

御ご

、
更か
う

衣い

あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ

け
る
中な
か

に
、
い
と
や
む
ご
と
な
き
際き

は

に
は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て

時
め
き
た
ま
ふ

0

0

0

△
あ
り
け
り

0

0

。

　

し
た
が
っ
て
、
（
の
準
体
言
は
「
見
た
て
ま
つ
る
」
と
い
う
作
用
性
用

言
で
あ
り
、「
見
た
て
ま
つ
る
を0

ば
」と
い
う「
を
」格
に
立
つ
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
コ
ト
準
体
と
し
て
の
読
み
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る（

9
（

。
夙
く
島

津
久
基
（
一
九
三
七
）
は
、
（
を
次
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
る
。

　

（5　

 

私
が
こ
れ
程
御
慕
ひ
申
し
て
ゐ
る
の
を
ば
、
見
向
き
も
な
さ
ら
う

と
は
せ
ず
に
、
か
う
い
ふ
所
へ
こ
ん
な
何
の
見
だ
て
も
な
い
人
な

ん
ぞ
連
れ
込
ん
で
御
可
愛
が
り
に
な
る
な
ん
て
、
あ
ん
ま
り
で
ご
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ざ
い
ま
す
。（
一
七
七
頁
）

渡
辺
泰
宏
（
一
九
九
〇
）
は
、
こ
の
“
正
解
”
に
つ
い
て
、「
島
津
博
士

に
代
表
さ
れ
る
ハ
（
引
用
者
注
、
諸
説
を
イ
ロ
ハ
と
分
け
た
ハ
で
、
本
稿

に
い
う
Ａ
③
説
に
当
た
る
）
の
よ
う
な
解
釈
も
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
り
」
と
遠
慮
が
ち
に
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
準
体
言
に
あ
っ

て
は
（5
の
解
が
排
他
的
に
一
意
に
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。す
な
わ
ち
、

１
の
傍
線
部
の
「
お
の
が
」
の
「
が
」
は
主
格
を
表
す
格
助
詞
、「
見
奉
る
」

は
「
見
奉
る
［
こ
と
］」
の
意
の
コ
ト
準
体
（
作
用
性
名
詞
句
）、「
見
奉

る
を
」
の
「
を
」
は
目
的
格
を
表
す
格
助
詞
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

四　
「
尋
ね
思
ほ
さ
で
」
の
解

　
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
を
ば
」
の
句
構
造
を
前
節

で
確
定
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
受
け
る
「
尋
ね
思
ほ
さ
で
」
の
解

釈
を
考
え
た
い
。「
尋
ぬ
」
の
目
的
語
は
「
…
コ
ト
」
と
い
う
作
用
性
名

詞
句
だ
か
ら
、「
尋
ぬ
」
は
北
山
谿
太
『
源
氏
物
語
辞
典
』（
平
凡
社
・
昭

和
32
年
）
の
い
う
、「
㊁
心
を
と
む
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
、

　

（6　

 

人
の
謗そ
し

り
ね
む
ご
ろ
に
尋
ね
じ
と
思
し
け
る
。（
蜻
蛉
・
⑥

二
四
三
）

な
ど
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
連
用
形
＋
思
ふ
」
は
、
次
の
よ
う
な
例
に
照
ら
せ
ば
、「
…
む
と
思
ふ
」

の
意
を
表
す
と
思
わ
れ
る
。

　

（7　

 

は
か
ば
か
し
う
後う

し
ろ

見み

思
ふ
（
＝
後
見
ム
ト
思
フ
）
人
も
な
き
ま

じ
ら
ひ
は
、な
か
な
か
な
る
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た
ま
へ
な
が
ら（
桐

壺
・
①
三
〇
）

　

（8　

 「［
夕
霧
ヲ
］
か
く
幼
き
ほ
ど
よ
り
見
馴
ら
し
て
、
後う

し
ろ

見み

思
せ
（
＝

後
見
ム
ト
思
セ
）」と［
源
氏
ガ
花
散
里
ニ
］聞
こ
え
た
ま
へ
ば（
少

女
・
③
六
七
）

　

（9　

 ［
玉
鬘
ノ
乳
母
ハ
］
心
の
中う
ち

に
こ
そ
急
ぎ
思
へ
ど
（
＝
急
ガ
ム
ト

思
ヘ
ド
）、京
の
こ
と
は
い
や
遠
ざ
か
る
や
う
に
隔
た
り
行
く
。（
玉

鬘
・
③
九
三
）

　

20　
 「

昔
、［
ア
ナ
タ
ガ
］
世
づ
か
ぬ
ほ
ど
を
あ
つ
か
ひ
思
ひ
し
（
＝
扱

ハ
ム
ト
思
ヒ
シ
）
さ
ま
、
…
」
な
ど
［
源
氏
ガ
紫
上
ニ
］
聞
こ
え

た
ま
ふ
。（
若
菜
下
・
④
二
〇
四
）
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し
た
が
っ
て
、「
尋
ね
思
ほ
さ
で
」
は
、「
気
に
と
め
よ
う
と
も

0

0

0

0

お
思
い
に

な
ら
な
い
で
」
の
よ
う
な
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
を
要
す
る
に
、
（
は
、
私
見
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。

宵
を
過
ぎ
る
こ
ろ
、
少
し
寝
入
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
御
枕
許
に
と

て
も
美
し
い
感
じ
の
女
が
座
っ
て
、「
ワ
シ
が
（
あ
な
た
を
）
と
て
も

素
晴
ら
し
い
と
お
見
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
を
、
気
に
と
め
よ
う
と
も

お
思
い
に
な
ら
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な
格
別
な
こ
と
も
な
い
女
を
連
れ

て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
ご
寵
愛
な
さ
る
の
は
、
ま
っ
た
く
癪
に
さ
わ
り
辛

い
」
と
言
っ
て
、
こ
の
お
側
の
人
を
掻
き
起
こ
そ
う
と
す
る
と
御
覧
に

な
る
。

　

自
称
の
代
名
詞
「
お
の
」
に
つ
い
て
は
、
若
い
女
性
が
用
い
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
、
今
井
源
衛
（
一
九
八
九
）
に
考
証
が
あ
る
。

　

こ
の
妖
怪
の
正
体
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
が
、
右
の
訳
文
に
み
る
よ
う

に
、「
こ
の
妖
怪
（
女
）
は
、
誰
か
は
分
か
ら
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
」

と
い
う
の
が
原
文
に
即
し
た
見
方
で
あ
ろ
う（

（（
（

。
源
氏
に
魅
入
っ
た
霊
か
も

知
れ
な
い
し
、
妖
怪
は
た
だ
誰
彼
構
わ
ず
同
じ
科
白
を
繰
り
返
し
て
い
る

だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

最
後
に
一
言
す
る
。
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
な
事
例
は
、
日
本
語
学
の
知

見
が
文
学
の
研
究
者
に
届
い
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
原
因
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
に
日
本
語
学
研
究
者
の
発
信
に
問
題
が
あ
る
と
い
う

べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る（

（1
（

。

注（（
） 

古
典
文
の
引
用
は
、『
今
昔
物
語
集
』
が
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
用
い
た
ほ
か
、

す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

（
2
） 「「
を
ば
」
の
上
に
」
の
誤
記
。
改
編
版
で
あ
る
岩
波
文
庫
で
は
「
上
に
」
と
直
さ

れ
て
い
る
。

（
3
） 

（
の
文
は
、『
源
氏
物
語
大
成
校
異
篇
』（
一
二
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
特
に
考
慮
す

べ
き
異
文
は
み
ら
れ
な
い
。

（
4
） 

主
格
の
「
が
」
も
同
格
の
「
が
」
も
格
助
詞
で
あ
る
。

（
5
） 「［
匂
宮
ハ
］
心
の
深
う
し
み
た
ま
ふ
べ
か
め
る
御
心
ざ
ま
に
か
な
ひ
、
こ
と
に
背

く
こ
と
多
く
な
ど
も
の
し
た
ま
は
ざ
ら
む
を
ば
（
＝
…
ヨ
ウ
ナ
女
ニ
対
シ
テ
ハ
）、

さ
ら
に
、
軽か
ろ

々が
ろ

し
く
、
始
め
終
は
り
違た
が

ふ
や
う
な
る
こ
と
な
ど
、
見
せ
た
ま
ふ
ま

じ
き
気け

色し
き

に
な
む
。」（
椎
本
⑤
二
〇
八
）

（
6
） 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
古
典
文
に
対
す
る
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
訳
「
こ
う
し

て
世
に
も
珍
し
い
お
方
か
ら
の
お
便
り
が
時
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
だ
か
ら
、つ
ま
ら
ぬ
女
房
ま
で
も
、相そ
う

好ご
う

を
く
ず
し
て
」（
傍
線
引
用
者
）は
、

不
適
切
な
訳
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
旧
版
（
日
本
古
典
文
学
全
集
）
は
「
お
手
紙
が
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時
に
届
く
よ
う
に
な
っ
た
の
を
」、
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
「
す
ば
ら
し
い
お
手

紙
が
時
々
来
る
の
を
」、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
「
す
ば
ら
し
い
お
便
り
が
時
々

も
た
ら
さ
れ
る
の
を
」。

（
7
） 

妖
怪
の
詞
で
あ
る
か
ら
、
不
自
然
な
言
葉
で
も
良
い
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
か

た
は
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。例
え
ば
柏
木
巻
で
登
場
す
る
物
の
怪
の
言
葉「
か

う
ぞ
あ
る
よ
。」
は
、
係
り
結
び
文
の
結
び
の
末
尾
に
終
助
詞
「
よ
」
が
現
れ
る

の
は
中
古
で
は
弧
例
で
（
中
古
で
は
か
か
る
句
型
は
ほ
と
ん
ど
「
ぞ
─
や
」「
ぞ

─
か
し
」「
こ
そ
─
な
」
の
三
型
に
限
ら
れ
る
）、
そ
う
と
う
異
様
に
響
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
小
田
勝
（
二
〇
〇
六
））。
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、「
…
を
ば
尋
ね
思
ほ
さ
で
…
」
と
い
う
完
全
な
形
の
中
古
和
文
が
与
え
ら
れ

た
と
き
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
8
） 

準
体
言
の
下
に
主
名
詞
を
補
う
と
い
う
扱
い
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
、
小
田
勝

（
二
〇
一
五
）
三
三
七
頁
を
参
照
。

（
9
） 「
見
る
」
を
「
…
と
判
断
し
て
い
る
」
の
よ
う
な
状
態
性
の
意
味
で
あ
る
と
し
て
、

作
用
性
用
言
で
も
例
外
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
考
え
も
あ
ろ
う
が
、謙
譲
語
に「
奉

る
」
が
選
択
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
や
は
り
無
理
で
あ
ろ
う
。
和
田
利
政

（
一
九
五
二
）
に
よ
れ
ば
、「
奉
る
」
は
動
作
動
詞
に
付
く
こ
と
が
多
く
、「
聞
こ

ゆ
」
は
心
理
動
詞
に
付
く
こ
と
が
多
い
。

（
（0
） 

も
ち
ろ
ん
石
垣
謙
二
の
（（
の
動
詞
分
類
、
（2
の
法
則
が
不
動
の
完
璧
な
法
則
で
あ

る
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。
例
え
ば
、
岡
崎
正
継
（
一
九
六
二
）
は
、
（（
の
形
状

性
用
言
に
「（
イ
）
な
ふ
・
な
ん
だ
、（
ロ
）
お
は
し
ま
す
・
も
の
す
（
二
語
共
ニ

「
ア
リ
」
ノ
意
味
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
）、（
ハ
）
体
言
─
す
・
体
言
─
仕
る
（
賓
語
ト

シ
テ
ノ
体
言
ハ
存
在
ノ
意
味
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
）、（
ニ
）
形
容
詞
─
す
・
情
態
副
詞

─
す
（
形
容
詞
・
情
態
副
詞
ハ
「
ス
」
ノ
賓
語
ニ
ナ
ッ
テ
ヰ
ル
モ
ノ
）、（
ホ
）
て

ゐ
る（
継
続
状
態
ヲ
表
ハ
ス
モ
ノ
）」を
追
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る（
な
お
、

こ
の
追
加
提
案
は
本
稿
の
論
旨
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
、

（（
、
（2
は
不
断
に
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
は
、
現
在
の

0

0

0

日
本
語
学
の

知
見
を
古
典
文
の
解
釈
に
適
用
し
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
（（
） 

現
在
の
有
力
な
通
説
、
Ａ
①
で
は
、「
妖
怪
（
私
）

≠

六
条
御
息
所
」
だ
か
ら
、「
御

節
介
」
で
、「
物
好
き
に
一
役
買
つ
て
出
た
え
ら
く
御
息
所
贔
屓
の
妖
怪
」（
島
津

久
基
（
一
九
三
七
）
二
〇
六
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

（
（2
） 

想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
本
妻
か
ら
の
圧
迫
に
堪
え
か
ね
て
道
な
ら
ぬ

恋
に
死
ん
だ
女
の
霊
と
で
も
考
え
れ
ば
、
夕
顔
の
女
と
相
似
形
を
成
す
が
、
そ
ん

な
想
像
を
し
て
み
て
も
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

（
（3
） 

日
本
文
学
の
研
究
者
に
、
石
垣
謙
二
の
「
作
用
性
用
言
反
撥
の
法
則
」
を
あ
ら
か

じ
め
読
ん
で
お
い
て
、
こ
れ
を
夕
顔
巻
の
文
の
解
釈
に
応
用
し
ろ
と
い
う
の
は
、

無
理
な
要
求
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
逆
の
こ
と
も
言
え
る
の
で
、
文
学
の
研
究
者

の
常
識
が
必
ず
し
も
語
学
研
究
者
の
常
識
で
は
な
い
所
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
と
思

う（
特
に
和
歌
文
学
の
領
域
に
そ
れ
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
。恥
ず
か
し
な
が
ら
、

本
稿
の
筆
者
は
、
古
典
和
歌
を
読
み
始
め
た
こ
ろ
、
歌
合
に
妙
に
存
在
感
の
あ
る

「
女
房
」
が
出
詠
し
て
い
て
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
和
歌
文
学
を
専
攻
す
る
方
に
話
す
と
、
皆
さ
ん
お
笑
い
に
な
る
が
、

語
学
研
究
者
に
話
し
て
も
笑
い
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
人
が
多
い
）。
本
稿
の
筆

者
は
、
古
典
文
の
解
釈
は
語
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
る
し
、
古
典
語
学
の
研
究
者
も
、
も
っ
と
古
典
文
学
作
品
の
注
釈
を
す
る
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
文
学
、
語
学
双
方
が
互
い
に
情
報
発
信
し
合
う
こ
と
が
密

に
な
る
よ
う
願
っ
て
い
る
。

引
用
文
献

青
島
徹
（
一
九
六
〇
）「
桐
壺
「
限
り
な
き
御
思
ひ
ど
ち
に
て
─
連
用
形
と
禁
止
表
現
と

の
関
聯
に
つ
い
て
─
」『
言
語
と
文
芸
』
二
─
四
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石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）「
作
用
性
用
言
反
撥
の
法
則
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
─

一
一

今
井
源
衛
（
一
九
八
九
）「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
」
考
」『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
縁
』

和
泉
書
院

岡
﨑
友
子
（
二
〇
〇
二
）「
指
示
副
詞
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
」『
国
語
学
』
五
三
─

三

岡
崎
正
継
（
一
九
六
二
）「
副
詞
「
い
ま
だ
」「
ま
だ
」
に
つ
い
て
」『
文
学
・
語
学
』

二
五

─
（
一
九
七
三
）「「
御
導
師
遅
く
参
り
け
れ
ば
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」『
今
泉

博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
』

─
（
一
九
八
六
）「
今
昔
物
語
集
の
「
今
夜
」
と
「
夜
前
」
と
」『
國
學
院
雜
誌
』

八
七
─
九

小
田
勝
（
二
〇
〇
六
）「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
を
め
ぐ
っ
て
─
源
氏
物
語
を
資
料

と
し
て
─
」『
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
紀
要
』
四
五

─
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

─
（
二
〇
一
七
）「
和
歌
に
お
け
る「
…
ば
や
…
連
体
形
」の
解
釈
に
つ
い
て
」『
國

學
院
雑
誌
』
一
一
八
─
三

─
（
二
〇
一
八
）『
読
解
の
た
め
の
古
典
文
法
教
室
』
和
泉
書
院

─
（
二
〇
二
一
）『
百
人
一
首
で
文
法
談
義
』
和
泉
書
院

門か
ど

前さ
き

真
一
（
一
九
五
八
）「
夕
顔
の
巻
の
「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を
ば
…
」

の
「
を
ば
」
に
つ
い
て
の
補
説
」『
天
理
大
学
学
報
』
二
七

─
（
一
九
六
五
）『
源
氏
物
語
新
見
』
門
前
真
一
教
授
還
暦
記
念
会
（
非
売
品
）

─
（
一
九
六
七
）「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を
ば
」
の
「
を
ば
」
に

つ
い
て
の
追
考
─
岩
瀬
法
雲
さ
ん
へ
の
反
論
─
」『
季
刊
文
学
・
語
学
』
四
三

─
（
一
九
六
八
ａ
）「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
」
に
主
述
関
係
は
あ

る
か
─
同
格
句
説
の
検
討
─
」『
国
語
と
国
文
学
』
四
五
─
一
二

─
（
一
九
六
八
ｂ
）「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
お
の
れ
」
と
い
ふ
文

構
造
を
作
り
出
せ
る
か
─
同
格
句
説
批
判
─
」『
山
辺
道
』
一
四

黒
田
成
幸
（
二
〇
〇
五
）『
日
本
語
か
ら
み
た
生
成
文
法
』
岩
波
書
店

此
島
正
年
（
一
九
六
七
）「「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を
ば
」
の
論
続
貂
」『
季

刊
文
学
・
語
学
』
四
五

小
松
登
美
（
一
九
五
七
）「
つ
・
ぬ
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
二
─
一
一

島
津
久
基
（
一
九
三
七
）『
対
訳
源
氏
物
語
講
話
巻
三
夕
顔
』
中
興
館
（
名
著
普
及
会
復

刊
、
一
九
八
三
年
）

和
田
利
政
（
一
九
五
二
）「
源
氏
物
語
の
謙
遜
語
」『
日
本
文
学
論
究
』
一
〇

渡
辺
泰
宏
（
一
九
九
〇
）「
お
の
が
い
と
め
で
た
し
と
見
奉
る
を
ば
た
づ
ね
思
ほ
さ
で
─

そ
の
解
釈
と
も
の
の
け
の
正
体
─
」『
中
古
文
学
』
四
六


