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一　

夕
顔
巻
「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
。」
の
今
泉
・
現
代
語
訳

　

光
源
氏
は
夕
顔
と
荒
れ
た
院
で
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ

の
夜
、
突
然
、
夕
顔
は
息
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
光
源
氏
は
驚
愕
し
、
後
悔

す
る
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
夕
顔
の
侍
女
・
右
近
も
、
前
後
不
覚
に

陥
っ
て
い
る
。

　

夜よ

半な
か

も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
、
風
の
や
や
荒
々
し
う
吹
き
た
る
は
、

ま
し
て
松
の
響
き
木こ

深ぶ
か

く
聞
こ
え
て
、
気け
し
き色

あ
る
鳥
の
か
ら
声
に
鳴

き
た
る
も
、
梟
ふ
く
ろ
ふは
こ
れ
に
や
と
お
ぼ
ゆ
。
う
ち
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、

現
代
語
訳
「
死
に
さ
う
だ
」
に
躊
躇
し
た
理
由
は
ど
こ
に

─
夕
顔
巻
地
の
文
の
「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
。」
に
も
問
題
が
─中

村
幸
弘

こ
な
た
か
な
た
け
遠
く
疎う
と

ま
し
き
に
人
声
は
せ
ず
、
な
ど
て
か
く
は

か
な
き
宿や
ど
りは
取
り
つ
る
ぞ
と
、
く
や
し
さ
も
や
ら
ん
方
な
し
。

　

右
近
は
も
の
も
お
ぼ
え
ず
、
君
に
つ
と
添
ひ
た
て
ま
つ
り
て
、
わ

な
な
き
死
ぬ
べ
し
。
ま
た
、
こ
れ
も
い
か
な
ら
ん
と
心
そ
ら
に
て
と

ら
へ
た
ま
へ
り
。
我
ひ
と
り
さ
か
し
き
人
に
て
、
思
し
や
る
方
ぞ
な

き
や
。（
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
源
氏
物
語
』①
夕
顔
・

一
六
九
）

　

右
傍
線
部
「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
。」
に
つ
い
て
、
今
泉
忠
義
『
源
氏

物
語　

語
法
篇（
１
）』

は
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
施
注
し
て
い
る
。
小
稿

は
、
そ
の
施
注
に
見
る
「「
死
に
さ
う
だ
」
で
通
る
か
ど
う
か
。」
の
意
図
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を
読
み
と
り
、
古
典
語
助
動
詞
「
べ
し
」
の
用
法
等
と
現
代
語
助
動
詞
「
そ

う
だ
」
の
用
法
等
と
に
つ
い
て
観
察
と
考
察
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
古
典
作
品
か
ら
の
引
用
本
文
は
、
右
の
『
源
氏
物
語
』

夕
顔
に
同
じ
く
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
こ
で
、
そ
の
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
が
日
本
古
典
の
古
注
の
体
裁

に
倣
っ
て
い
て
、
取
り
立
て
た
語
句
を
抜
き
出
し
て
、
本
文
か
ら
は
離
れ

て
注
記
だ
け
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
人
は
本
文
を
読
み
進
め
て
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て

活
用
す
る
の
が
頭
注
な
り
脚
注
な
り
で
あ
る
が
、
こ
の
著
者
は
、
古
注
の

体
裁
を
借
り
て
、
語
法
に
関
す
る
疑
問
を
書
き
遺
し
た
の
で
あ
っ
た
。
以

下
に
、
そ
の
注
記
を
紹
介
す
る
。

わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
―「
死
に
さ
う
だ
」で
通
る
の
か
ど
う
か
。「
今
に

も
死
に
さ
う
に
見
え
る
、
と
い
ふ
な
ら
、
例
の
直
叙
だ
。

　

そ
の
「「
死
に
さ
う
だ
」
で
通
る
か
ど
う
か
。」
は
、「
死
に
さ
う
だ
」

で
は
、
広
く
読
者
に
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
意
に
も
読
み

と
れ
る
。
こ
こ
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
適
訳
で
は
な
さ
そ
う
だ
ぐ
ら
い
に

読
み
と
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
続
い
て
、「
今
に
も
死
に
さ
う

に
見
え
る
」
と
改
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、「
べ
し
」
を
、「
今
に
も

…
そ
う
に
見
え
る
」
と
捉
え
直
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
よ
う
に
視
覚
で
捉
え
た
描
写
と
し
て
読
み
と
る
な
ら
、
こ
の
文
章
の
展

開
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
手
書

き
原
稿
の
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
そ
の
「
見
え
る
」
の
下
の
読
点
は
受
け
括

弧
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
直
叙
」
は
、
こ
の
場
合
、
登
場
人
物
・

右
近
の
動
作
と
見
え
る
描
写
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

二　

�「
べ
し
」
の
訳
語
と
し
て
の
〈
そ
う
だ
〉
が
広
ま
っ
た

契
機

　

多
義
の
古
典
語
助
動
詞
「
べ
し
」
の
訳
語
と
し
て
現
代
語
助
動
詞
「
そ

う
だ
」が
広
く
定
着
し
た
の
は
、昭
和
四
十
四
年
だ
っ
た
。中
西
宇
一「「
べ

し
」
の
意
味
─
様
相
的
推
定
と
論
理
的
推
定
─（
２
）」

は
、「
べ
し
」
の
意
味

を
大
き
く
二
種
に
分
け
て
、「
ソ
ウ
ダ
」
の
意
味
を
表
す
〈
様
相
的
推
定
〉

と
「
ハ
ズ
ダ
」
の
意
味
を
表
す
〈
論
理
的
推
定
〉
と
に
し
て
い
る
。
そ
の

自
説
を
述
べ
る
に
先
立
っ
て
、
当
時
の
大
方
の
認
識
の
例
と
し
て
か
、
昭

和
三
十
三
年
刊
行
の
日
本
文
法
講
座
（
明
治
書
院
）
６
の
『
日
本
文
法
辞

典
』
の
「
べ
し
」
の
項
か
ら
、
そ
の
七
種
の
意
味
と
訳
語
と
を
引
い
て
い

る
。
①
当
然
「
ス
ル
ハ
ズ
ダ
」「
ス
ル
ニ
チ
ガ
イ
ナ
イ
」、
②
予
想
（
予
量
）
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「
キ
ッ
ト
～
ス
ル
ダ
ロ
ウ
」「
ス
ル
ニ
キ
マ
ッ
テ
イ
ル
」「
ス
ル
予
定
ダ
」、

③
適
当
「
ス
ル
ト
ヨ
イ
」、
④
可
能
「
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
」、
⑤
義
務
「
シ

ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
」、
⑥
決
意
「
シ
ヨ
ウ
」「
ス
ル
ツ
モ
リ
ダ
」、
⑦
命

令
「
シ
ナ
サ
イ
」
の
七
種
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
ソ
ウ
ダ
」
と
「
ハ
ズ
ダ
」

と
に
絞
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。〈
意
志
〉
を
表
す
「
ス
ル
ガ
ヨ
イ
」「
シ

ヨ
ウ
」
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
〈
ハ
ズ
ダ
〉
の
系
列
で
あ
る
と
し
て
、「
べ

し
」
は
、〈
様
相
的
推
定
〉
の
「
ソ
ウ
ダ
」
と
〈
論
理
的
推
定
〉
の
「
ハ

ズ
ダ
」
と
に
絞
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
に
も
、「
べ
し
」
の
訳
語
に
「
そ
う
だ
」
を
用
い
る
訳
者
が

い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
二
種
に
分
け
た
一
つ
に
「
そ
う
だ
」
が

当
て
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
〈
様
相
的
推
定
〉
の
「
ソ
ウ
ダ
」
は
注

目
さ
れ
、
採
用
さ
れ
た
。「
わ
が
や
ど
に
盛
り
に
咲
け
る
梅
の
花
散
る
べ

く
な
り
ぬ
見
む
人
も
が
も
」（
万
葉
・
八
五
一
）「
を
り
て
み
ば
お
ち
ぞ
し

ぬ
べ
き
秋
は
ぎ
の
枝
も
た
わ
わ
に
お
け
る
し
ら
露
」（
古
今
・
二
二
三
）

な
ど
の
「
べ
し
」
は
、「
梅
の
花
」「
秋
は
ぎ
の
枝
」
な
ど
自
体
を
原
因
と

す
る
〈
自
然
的
様
相
的
〉
推
定
を
意
味
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
散
り
そ
う
に
な
っ
た
」「
落
ち
て
し
ま
い
そ
う
だ
」と
訳
す
こ
と
に
な
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
万
葉
・
八
五
一
番
歌
は
旧
来
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
古

今
・
二
二
三
番
歌
は
、
そ
れ
ま
で
「
落
ち
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
」
か

「
き
っ
と
落
ち
る
に
ち
が
い
な
い
」
だ
っ
た
、
と
も
い
う
。

　

そ
の
「「
べ
し
」
の
意
味
─
様
相
的
推
定
と
論
理
的
推
定
─
」
は
、『
万

葉
』
第
七
一
号
（
昭
和
四
十
四
年
七
月
）
に
発
表
し
た
「「
べ
し
」
の
推

定
性
」を
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
と
、中
西
自
身
が
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
い
っ
そ
う
豊
富
な
用
例
と
詳
細
な
論
述
と
が
あ
っ
た
。

　

さ
て
、『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
の
著
者
は
、「
べ
し
」
の
訳
語
を
、
い

つ
ご
ろ
か
ら
「
さ
う
だ
」
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三　

�『
源
氏
物
語
』
地
の
文
の
「
べ
し
」
一
般
と
夕
顔
巻
「
死

ぬ
べ
し
。」
と

　

論
理
的
必
然
性
や
客
観
状
況
か
ら
確
信
を
も
っ
て
推
量
す
る
の
だ
か

ら
、〈
だ
ろ
う
〉
で
は
弱
い
。〈
に
ち
が
い
な
い
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
典
文
法
書
の
教
授
資
料
な
ど
が
、
長
く
、
広
く
、
そ
う
い
っ
て
き
て
い

る
「
べ
し
」
で
あ
る
。「
肯う
べ

し
」
語
源
説
に
反
対
は
な
い
に
し
て
も
、
そ

の
多
様
な
意
味
は
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
の
結
果
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ま
、限
ら
れ
た
範
囲
の
傾
向
か
と
思
う
が
、『
源
氏
物
語
』地
の
文
の
、

そ
こ
で
言
い
切
ら
れ
る
終
止
形
「
べ
し
」
を
概
観
し
た
と
き
、
そ
れ
は
、

圧
倒
的
に
「
な
る
べ
し
」
で
あ
る
。
断
定
の
助
動
詞
に
下
接
し
て
い
る
の
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だ
か
ら
、
用
例
を
見
な
く
て
も
、
客
観
的
な
論
拠
を
も
っ
た
推
量
と
見
え

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

⑴ 　

右う

近こ
ん

の
司つ
か
さの

宿と
の
ゐ直

奏ま
う
しの

声
聞
こ
ゆ
る
は
、丑う

し

に
な
り
ぬ
る
な
る
べ
し
。

（
①
桐
壺
・
三
二
）

⑵ 　

…
、
や
む
ご
と
な
く
切せ
ち

に
隠
し
た
ま
ふ
べ
き
な
ど
は
、
か
や
う
に
お

ほ
ぞ
う
な
る
御み

厨づ

子し

な
ど
に
う
ち
置
き
、
散
ら
し
た
ま
ふ
べ
く
も
あ
ら

ず
、
深
く
と
り
置
き
た
ま
ふ
べ
か
め
れ
ば
、

二
の
町
の
心
や
す
き
な
る
べ
し
。（
①
帚
木
・
五
六
）

⑶ 　

少
納
言
の
乳め
の
と母
と
ぞ
人
言
ふ
め
る
は
、
こ
の
子
の
後う

し
ろ
み身

な
る
べ
し
。

（
①
若
紫
・
二
〇
七
）

　

⑴
は
、「
右
近
の
司
の
宿
直
奏
の
声
聞
こ
ゆ
る
」
理
由
を
、
作
者
が
読

者
に
向
け
て
解
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
か
ら
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
〉

と
、「
か
ら
」
を
入
れ
て
現
代
語
訳
し
た
い
。
⑶
も
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
。

⑵
は
、
空
欄
部
に
〈
さ
き
に
お
見
せ
に
な
っ
た
手
紙
は
、〉
ぐ
ら
い
の
表

現
を
補
っ
て
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
そ
の
「
な
る
べ
し
」
が

挿
入
文
に
現
れ
る
用
例
を
引
い
て
お
く
。

⑷ 　

八
月
十
五
夜
、隈く
ま

な
き
月
影
、隙ひ
ま

多
か
る
板い
た

屋や

残
り
な
く
漏
り
来
て
、

見
な
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
住
ま
ひ
の
さ
ま
も
め
づ
ら
し
き
に
、〔

暁
近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
、〕
隣
の
家
々
、
あ

や
し
き
賤し
づ

の
男を

の
声
々
、
目
覚
ま
し
て
、
…
。（
①
夕
顔
・
一
五
五
）

　

こ
こ
も
、
そ
の
空
欄
部
は
、「
隣
の
家
々
、
あ
や
し
き
賤
の
男
の
声
々

聞
こ
ゆ
る
は
、」
ぐ
ら
い
表
現
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
一
文
を
書
き
進
め
て

い
る
途
中
で
、
作
者
が
急
に
解
説
の
必
要
を
感
じ
て
、
挟
み
込
ん
だ
の
で

あ
る
。「
な
る
べ
し
」
は
挿
入
文
の
文
末
と
し
て
も
、
し
ば
し
ば
見
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

地
の
文
「
べ
し
」
の
上
接
活
用
語
の
、
次
の
用
例
群
は
、
形
容
詞
の
補

助
活
用
の
連
体
形
で
あ
る
。

⑸ 　

お
ろ
か
な
ら
ず
契
り
慰
め
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
。（
①
帚
木
・

一
〇
二
）

　
「
お
ぼ
つ
か
な
か
る
べ
し
。」（
①
若
紫
・
二
四
五
）「
多
か
る
べ
し
。」（
①

紅
葉
賀
・
三
三
〇
）「
多
か
る
べ
し
。」（
②
葵
・
二
〇
）
な
ど
も
あ
っ
て
、

「
多
か
る
べ
し
。」
が
多
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
地
の
文
の
「
べ
し
」
は
、

情
況
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
き
添
え
た
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
動
詞
に
付
く
用
例
も
存
在
は
す
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
尊
敬
語

動
詞
や
尊
敬
の
補
助
動
詞
を
添
え
た
も
の
、
抽
象
的
な
事
象
の
存
在
を
い

う
「
あ
る
」、
継
続
の
助
動
詞
「
た
る
」
を
添
え
た
も
の
、「
心
地
」
な
ど

の
名
詞
に
続
く
サ
変
自
動
詞
の
「
す
」
な
ど
で
あ
っ
て
、
形
態
は
動
詞
で

あ
っ
て
も
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
性
を
有
す
る
諸
動
詞
な
の
で
あ
る
。
会

話
文
に
多
い
「
つ
べ
し
」「
ぬ
べ
し
」
も
、
時
に
「
ぬ
べ
し
」
を
見
る
と

い
う
程
度
で
あ
る
。
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⑹ 　

中
将
の
君
、
面お
も
ての

色
か
は
る
心
地
し
て
、
恐
ろ
し
う
も
、
か
た
じ
け

な
く
も
、
う
れ
し
く
も
、
あ
は
れ
に
も
、
か
た
が
た
う
つ
ろ
ふ
心
地
し

て
、
涙
お
ち
ぬ
べ
し
。（
①
紅
葉
賀
・
三
二
九
）

　
「
涙
」
と
い
う
第
三
人
称
主
体
の
情
況
描
写
で
あ
る
。
そ
の
巻
に
は
、

手
を
す
り
合
わ
せ
て
「
あ
が
君
、
あ
が
君
」
と
言
う
老
女
を
笑
う
頭
中
将

を
描
く
「
笑
ひ
ぬ
べ
し
。」（
①
紅
葉
賀
・
三
四
二
）
も
見
ら
れ
る
が
、
そ

こ
も
第
三
人
称
主
体
の
情
況
描
写
で
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
の
「
死
ぬ
べ
し
。」
に
つ
い
て
は
、
助
動
詞
「
ぬ
」
の
語

源
「
去
ぬ
」
が
動
詞
「
死
ぬ
」
の
語
源
「
息し

去
ぬ
」
の
「
去
ぬ
」
と
重
な

る
と
こ
ろ
か
ら
、「
死
に
ぬ
べ
し
。」
に
相
当
す
る
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、

右
近
と
い
う
第
三
人
称
主
体
の
情
況
描
写
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。だ
が
、

『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
の
著
者
は
、
ま
ず
、
こ
こ
で
、
何
か
、
違
和
感

を
覚
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

四　
「
死
ぬ
べ
し
」
と
い
う
表
現
と
そ
の
主
体
の
人
称

　

中
西
論
文
の
〈
様
相
的
推
定
〉
の
用
例
に
も
、「
死
ぬ
べ
し
」
は
引
か

れ
て
い
た
。
用
例
⑺
と
し
て
引
く
。

⑺ 　

武
庫
の
浦
の
入
江
の
渚す
ど
り鳥

羽
ぐ
く
も
る
君
を
離
れ
て
恋
に
死
ぬ
べ
し

（
万
葉
・
15
三
五
七
八
）

　

右
用
例
に
つ
い
て
、
中
西
は
、「
話
し
手
自
身
に
存
す
る
自
発
的
様
相

を
意
味
す
る
場
合
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
「
死
ぬ
べ
し
」
は
他
者
を
い
う

の
で
は
な
く
、
自
己
に
つ
い
て
い
っ
て
い
て
、
第
一
人
称
主
体
文
の
な
か

に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
べ
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、『
万
葉
集
』全
歌
に
見
る「
死
ぬ
べ
し
」歌
を
拾
い
上
げ
る
と
、

右
の
⑺
を
含
め
て
十
五
首
に
及
ぶ
。
そ
の
う
ち
十
二
首
が
確
か
な
第
一
人

称
主
体
文
の
な
か
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
う
と
、
第
一
人
称
代

名
詞
「
我わ
れ

（
は
）」「
我あ

（
が
）」
を
直
上
に
置
く
用
例
ま
で
が
見
ら
れ
た
。

⑻ 　

ま
す
ら
を
の　

聡さ
と

き
心
も　

今
は
な
し　

恋
の
奴や
つ
こに　

我
は
死
ぬ
べ

し
（
12
二
九
〇
七
）

⑼ 　

常つ
ね

人ひ
と

の　

恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は　

余あ
ま

り
に
て　

我
は
死
ぬ
べ
く　

な

り
に
た
ら
ず
や
（
18
四
〇
八
〇
）

⑽ 　

す
べ
も
な
き　

片か
た

恋こ
ひ

を
す
と　

こ
の
こ
ろ
に　

我
が
死
ぬ
べ
き
は　

夢い
め

に
見
え
き
や
（
12
三
一
一
一
）

　

⑻
は
、
第
四
句
「
恋
の
奴
に
」
の
恋
の
奴
が
、
訳
者
に
は
人
間
の
命
を

奪
う
怨
霊
に
見
え
て
き
て
、〈
わ
た
し
は
と
り
殺
さ
れ
そ
う
だ
〉
と
現
代

語
訳
さ
れ
て
い
る
。
⑼
は
、
世
間
一
般
の
人
に
は
「
恋
ふ
」
で
あ
る
も
の

が
、
自
分
の
場
合
に
は
、
外
見
か
ら
も
〈
わ
た
し
は
死
に
そ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
な
い
か
〉
と
、
相
手
に
喚
起
を
促
し
て
い
る
。
⑽
は
、〈
わ

た
し
が
死
に
そ
う
な
の
は
〉
と
い
う
、「
べ
き
」
が
準
体
法
と
な
っ
て
い
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る
用
例
で
、
こ
れ
も
ま
た
、
第
一
人
称
主
体
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
⑼
・
⑽
に
つ
い
て
再
考
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
相
手
に
向
け

て
問
い
か
け
て
い
て
、
そ
の
相
手
の
側
か
ら
は
、
そ
の
「
死
ぬ
べ
く
」
や

「
死
ぬ
べ
き
」
は
、
第
二
人
称
主
体
と
も
第
三
人
称
主
体
と
も
な
る
で
あ

ろ
う
。人
称
主
体
を
転
換
さ
せ
て
、受
け
と
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
称
主
体
の
転
換
は
、
む
し
ろ
、
第
三
人
称
主
体
の
「
べ
し
」
か
ら

第
一
人
称
主
体
の
「
べ
し
」
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。「
死
ぬ

べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
上
代
に
お
い
て
既
に
、
多
く
が
第
一
人
称
主
体
文

の
用
例
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
時
に
、
自
身
を
客
観
視
し
て
、
用
例

⑾
は
、「
思
ほ
ゆ
」
を
添
え
る
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
、
そ
の
「
思
ほ
ゆ
」

は
、
歌
詠
む
第
一
人
称
主
体
が
客
体
化
し
た
第
一
人
称
の
「
死
ぬ
べ
し
」

を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑾ 　

恋
ふ
る
こ
と　

増
さ
れ
る
今
は　

玉
の
緒
の　

絶
え
て
乱
れ
て　

死

ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
（
21
三
〇
八
三
）

　

次
の
時
代
を
迎
え
て
、
そ
の
「
死
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
」
は
、「
思
ほ
ゆ
」

が
縮
約
化
し
て
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
に
定
着
す
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
、

そ
の
文
は
、
多
く
登
場
人
物
と
し
て
の
昔
男
が
主
体
と
な
る
、
第
三
人
称

主
体
の
文
で
あ
る
。

⑿ 　

む
か
し
、
男
、
わ
づ
ら
ひ
て
、
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

　

つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
き
の
ふ
け
ふ
と
は
思
は

ざ
り
し
を
（
百
二
十
五
）

　

あ
の
歌
物
語
の
、
最
終
段
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
歌
と
し
て
は
、

哀
傷
・
八
六
一
番
歌
の
業
平
歌
で
、
そ
こ
で
は
、「
病
し
て
弱
く
な
り
に

け
る
時
よ
め
る
」
と
い
う
詞
書
で
紹
介
さ
れ
る
。『
大
和
物
語
』

百
六
十
五
段
に
も
見
え
て
、
そ
こ
に
は
「
死
な
む
と
す
る
こ
と
、
今
々
と

な
り
て
よ
み
た
り
け
る
。」
と
あ
る
。

　

さ
て
、『
源
氏
物
語
』
は
、
小
稿
の
起
点
と
な
っ
た
「
わ
な
な
き
死
ぬ

べ
し
。」
を
加
え
て
、
八
用
例
の
「
死
ぬ
べ
し
」
を
見
せ
て
く
れ
る
。
そ

の
う
ち
、四
用
例
が「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」と
い
う
連
語
性
の
表
現
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
準
ず
る
「
死
ぬ
べ
く
思
さ
る
」
も
見
ら
れ
て
、
併
せ
て
五
用

例
で
あ
る
。
遡
る
と
、『
万
葉
集
』
歌
の
⑾
や
『
伊
勢
物
語
』
の
⑿
な
ど

を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

⒀ 　

御
几き
ち
や
う帳

の
背う
し
ろ後

な
ど
に
て
聞
く
女
房
、
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。（
③
行

幸
・
三
二
四
）

⒁ 　

こ
の
聖
も
、
丈た
け

高
や
か
に
、
ま
ぶ
し
つ
べ
た
ま
し
く
て
、
荒
ら
か
に

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
陀だ

ら

に
羅
尼
読
む
を
、
柏
木

「
い
で
あ
な
憎
や
。
罪
の
深

き
身
に
や
あ
ら
む
、
陀
羅
尼
の
声
高
き
は
い
と
け
恐
ろ
し
く
て
、
い
よ

い
よ
死
ぬ
べ
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と
て
、
や
を
ら
す
べ
り
出
で
て
、
こ

の
侍
従
と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
。（
④
柏
木
・
二
九
三
）

⒂ 　

世
を
知
り
た
る
方
の
心
や
す
き
や
う
に
を
り
を
り
ほ
の
め
か
す
も
め
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ざ
ま
し
う
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
身
の
う
さ
な
り
や
と
思
し
つ
づ
け
た
ま

ふ
に
、
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
た
ま
う
て
、
落
葉
の
宮

「
う
き
み
づ
か
ら
の
罪
を

思
ひ
知
る
と
て
も
、
い
と
か
う
あ
る
ま
じ
き
を
、
い
か
や
う
に
思
ひ
な

す
べ
き
に
か
あ
ら
む
」
と
、
い
と
ほ
の
か
に
、
あ
は
れ
げ
に
泣
い
た
ま

う
て
、
…
。（
④
夕
霧
・
四
〇
八
）

⒃ 　
匂
宮

「
…
。
心
に
身
を
も
さ
ら
に
ま
か
せ
ず
、
よ
ろ
づ
に
た
ば
か
ら
む

ほ
ど
、
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
…
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

（
⑥
浮
舟
・
一
三
三
）

　

右
四
用
例
、
い
や
、『
伊
勢
物
語
』
の
⑿
を
加
え
た
五
用
例
だ
け
か
ら

で
も
、「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
も
の
と
感
じ
と
れ

よ
う
。
一
定
の
定
着
し
た
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
基

本
形
の
用
例
は
⒀
だ
け
で
、
⒁
・
⒃
は
そ
こ
に
係
助
詞
「
こ
そ
」「
な
む
」

を
介
在
さ
せ
て
い
て
、
⒂
は
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
を
添
え
て
い

る
。

　

⒀
は
、
弘
徽
殿
女
御
や
、
そ
の
兄
弟
た
ち
の
世
界
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た

近
江
の
君
が
己
を
知
ら
な
い
物
言
い
を
し
て
、
父
の
内
大
臣
か
ら
も
嘲
笑

さ
れ
て
、
御
几
帳
の
背
後
に
い
る
女
房
た
ち
に
ま
で
笑
わ
れ
て
い
る
場
面

で
あ
る
。
そ
の
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」
は
、
お
か
し
さ
を
こ
ら
え
る
女

房
た
ち
の
様
子
を
〈
死
に
そ
う
（
な
く
ら
い
）
に
思
わ
れ
る
〉
と
い
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。〈
死
に
そ
う
（
な
く
ら
い
）
だ
と
思
わ
れ
る
〉
の

ほ
う
が
い
っ
そ
う
望
ま
し
い
が
、
そ
の
問
題
は
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と

と
す
る
。

　

⒁
も
⒃
も
、
会
話
文
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
⒁
は
、
病
の
柏
木
が
加
持

に
奉
仕
す
る
聖
の
読
経
に
ま
で
恐
怖
を
感
じ
て
、
柏
木
自
身
が
〈
死
ん
で

し
ま
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
〉
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
⒃
は
、
狂

熱
の
一
夜
を
明
か
し
て
し
ま
っ
た
匂
宮
が
わ
が
身
を
心
の
ま
ま
に
振
る
舞

う
こ
と
も
で
き
な
く
て
あ
れ
こ
れ
考
え
め
ぐ
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
匂
宮

自
身
が
〈
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
思
わ
れ
る
〉
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

⒂
は
、
夕
霧
が
夫
を
も
っ
た
経
験
あ
る
宮
と
い
う
こ
と
で
気
楽
に
言
い

寄
っ
て
く
る
こ
と
を
情
け
な
い
わ
が
身
と
落
葉
の
宮
が
お
思
い
に
な
っ

て
、〈
死
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
お
感
じ
に
な
っ
て
〉と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
「
お

ぼ
ゆ
」
も
落
葉
の
宮
の
〈
お
感
じ
に
な
ら
な
い
で
は
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
〉

意
の
も
の
と
読
み
と
れ
よ
う
。

　

以
上
か
ら
も
、
会
話
文
に
見
る
用
例
が
第
一
人
称
主
体
で
の
「
死
ぬ
べ

し
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
物
語
地
の
文
の
用
例
は
、
第
三
人
称
主
体
の

「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
ま
た
、
物
語
地
の
文
の
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」

の
「
死
ぬ
べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
作
者
が
登
場
人
物
の
心
内
を
含
め
た
情

況
を
そ
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
も
の
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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の
⒂
の
同
義
異
表
現
も
見
ら
れ
た
。

⒄　

 
出
で
た
ま
は
ん
心
地
も
な
く
、
飽
か
ず
あ
は
れ
な
る
に
、
ま
た
お
は

し
ま
さ
む
こ
と
も
難か
た

け
れ
ば
、
京
に
は
求
め
騒
が
る
と
も
、
今け

日ふ

ば

か
り
は
か
く
て
あ
ら
ん
、何
ご
と
も
生
け
る
限
り
の
た
め
こ
そ
あ
れ
、

た
だ
今
出
で
お
は
し
ま
さ
む
は
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
く
思
さ
る
れ
ば
、

こ
の
右
近
を
召
し
寄
せ
て
、
…
。（
⑥
浮
舟
・
一
二
六
）

　

右
用
例
の
傍
線
部
も
、
物
語
地
の
文
の
用
例
で
あ
る
の
で
、
第
三
人
称

主
体
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
地
の
文
が
、
テ
キ
ス

ト
頭
注
七
が
解
説
す
る
よ
う
に
間
接
話
法
と
な
っ
て
い
て（
３
）、「
た
だ
今
出

で
お
は
し
ま
さ
む
は
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
し
と
思
さ
る
れ
ば
」
と
読
ん
で
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
「
死
ぬ
べ
し
」
は
第
一
人
称
主
体
の
「
死
ぬ

べ
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
京
で
行
方
が
知
れ
な
い
と
騒
が
れ
て
も
今

日
は
宇
治
を
出
な
い
と
い
う
匂
宮
の
決
意
を
直
叙
す
る
の
に
、「
恋
し
げ

く
ま
さ
り
て
今
は
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
れ
て
死
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
」（
古
今

六
帖
・
五
）
を
借
り
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
古
今
六
帖
』

歌
も
、
原
歌
は
、
小
稿
で
既
に
引
い
た
用
例
⑾
の
『
万
葉
集
』
歌
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
さ
ら
に
会
話
文
の
な
か
の
（
②
明
石
・
二
二
五
）

と
心
内
文
の
な
か
の
（
⑥
浮
舟
一
三
〇
）
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
当
然
、

第
一
人
称
主
体
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。

　

さ
て
、
夕
顔
巻
「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
。」
は
、
右
近
、
つ
ま
り
第
三

人
称
主
体
で
あ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
当
代
の
物
語
文
章
と
し
て
は
、

「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
え
て
く
る
。
河

内
本
の
当
該
箇
所
を
吉
澤
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』（
平
凡
社
・
昭

和
二
十
七
年
）
で
確
認
す
る
と
、
右
側
に
「
わ
な
な
く
事
限
り
な
し
。」

と
あ
っ
て
、「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」
で
は
な
か
っ
た
。
河
内
本

の
親
行
も
気
づ
い
て
く
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
「
わ
な
な

き
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」で
あ
っ
た
ら
、今
泉『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』も
、

そ
こ
を
取
り
立
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

五　

�

現
代
語
助
動
詞
「
そ
う
だ
」
に
つ
い
て
の
、
時
代
に
よ

る
認
識
の
相
違

　

助
動
詞
「
そ
う
だ
」
も
、
昭
和
二
十
一
年
に
現
代
か
な
づ
か
い
の
制
定

を
見
る
ま
で
は
、「
さ
う
だ
」
だ
っ
た
。『
語
法
篇
』
の
著
者
・
今
泉
は
、

生
涯
歴
史
的
か
な
づ
か
い
で
貫
い
た
。
品
詞
と
し
て
も
、
例
え
ば
『
大
言

海
』（
冨
山
房
・
昭
和
八
年
）
は
、「
さ
う
」
と
い
う
見
出
し
で
、
接
尾
語

と
し
、
そ
の
語
源
も
和
語
「
状さ
ま

」
の
音
便
だ
っ
た
。『
大
辞
典
』（
平
凡
社
・

昭
和
十
一
年
）
の
見
出
し
は
「
ソ
ー
」
で
、「
さ
う
」
と
あ
っ
た
が
、
や

は
り
接
尾
語
で
あ
る
。
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国
語
辞
典
で
最
も
早
く
助
動
詞
「
そ
う
だ
」
を
立
項
し
た
の
は
、『
明

解
国
語
辞
典
』（
三
省
堂
・
昭
和
二
十
七
年
）
だ
っ
た
ろ
う
か
。
た
だ
、

徹
底
し
た
表
音
式
か
な
づ
か
い
で
、
そ
の
見
出
し
は
「
そ
お
だ
」
で
あ
る
。

漢
字
表
記
欄
に
〔
相
だ
〕
と
あ
っ
て
、
字
音
「
相
」
を
語
源
と
見
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
当
時
、「
そ
う
」
の
語
源
を
ど
う
見
る
か
は
揺
れ
て
い
た
。

例
え
ば
『
岩
波
国
語
辞
典
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
三
年
）
は
、
語
釈
・

用
例
の
末
尾
に
▽
印
を
つ
け
て
、「「
相
」
と
も
書
い
た
が
、「
さ
ま
」
の

音
便
と
も
い
う
。」
と
添
え
て
あ
っ
た
。
実
は
、
そ
の
見
出
し
も
「
そ
う
」

で
あ
っ
て
、「
そ
う
だ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
ラ
見
出
し
で
、「
→
そ
う
」
と

な
っ
て
い
た
。

　

第
二
次
大
戦
中
の
『
中
等
文
法　

一
』（
文
部
省
・
昭
和
十
六
年
）
は
、

十
六
（
助
動
詞
の
接
続
と
活
用
（
二
））
と
し
て
、「
さ
う
だ
」
を
取
り
立

て
、
様
態
と
伝
聞
と
の
読
み
分
け
に
留
意
さ
せ
て
い
る
。
殊
に
、「
様
態
」

に
つ
い
て
は
、〈
さ
う
い
ふ
様
子
だ
と
い
ふ
意
味
を
表
す
〉
と
、
解
説
ま

で
付
け
て
い
る
。
こ
の
『
中
等
文
法　

一
』
が
戦
後
の
『
中
等
文
法　

口

語
』（
文
部
省
・
昭
和
二
十
二
年
）
に
引
き
継
が
れ
る
。

　

学
習
参
考
書
も
そ
れ
に
倣
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
長
く
抵
抗
も

続
い
た
。
今
泉
忠
義
『
標
準
国
文
法
』（
旺
文
社
・
昭
和
二
十
九
年
）
は
、

「
よ
う
だ
」「
そ
う
だ
」
の
項
の
末
尾
に
、【
参
考
】「
よ
う
で
す
・
そ
う

で
す
論
」
と
し
て
、「
私
と
し
て
は
「
よ
う
だ
」「
そ
う
だ
」
を
一
つ
の
助

動
詞
と
見
る
こ
と
に
は
、不
賛
成
で
、「
よ
う
」「
そ
う
」」を
接
尾
語
と
し
、

こ
れ
に
「
だ
」
が
付
い
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
い
。」
と
い
っ
て

い
る
。
通
説
に
従
っ
て
、「
よ
う
だ
」「
そ
う
だ
」
を
助
動
詞
と
す
る
が
、

そ
う
な
ら
、「
よ
う
で
す
」「
そ
う
で
す
」
も
助
動
詞
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
『
中
等
文
法　

口
語
』
の
、「
そ
う
だ
」
の
意
味
を
指
し
て
い
う
「
様
態
」

と
い
う
用
語
は
、
術
語
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
だ
が
、
一
般
に
は
理
解
し

に
く
い
難
解
な
用
語
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
さ
き
に
引

い
た
『
岩
波
国
語
辞
典
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ケ
ッ
ト
版
は
、
そ
の
意
味

を
「
推
量
」
と
し
て
い
た
。
と
に
か
く
、
何
点
か
の
ポ
ケ
ッ
ト
版
が
そ
う

だ
っ
た
。そ
こ
に
、久
し
く
待
望
さ
れ
た『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
・

一
九
七
二
年
）
が
全
二
十
巻
本
と
し
て
揃
っ
た
が
、「
そ
う
だ
」
の
意
味

は
「
様
態
」
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

中
西
論
文
が
〈
様
相
的
推
定
〉
の
「
べ
し
」
は
「
ソ
ウ
ダ
」
と
訳
す
の

が
よ
い
と
方
向
づ
け
た
の
は
、
そ
の
時
期
だ
っ
た
。
そ
の
「
ソ
ウ
ダ
」
は
、

ど
う
い
う
「
そ
う
だ
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

今
泉
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
は
、「
死
ぬ
べ
し
」
を
〈
死
に
さ
う
だ
〉

と
現
代
語
訳
し
て
、
そ
の
夕
顔
巻
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
不
適
当
と
思
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
躊
躇
し
た
う
え
で
、〈
今
に
も
死
に
さ
う
に
見
え
る
〉

と
言
い
換
え
て
い
る
。〈
今
に
も
…
（
に
）
見
え
る
〉
と
す
る
こ
と
で
、
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ど
う
い
う
意
味
が
加
え
ら
れ
て
、
適
切
な
現
代
語
訳
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

そ
の
時
期
、森
田
良
行『
基
礎
日
本
語　

意
味
と
使
い
方
』（
角
川
書
店
・

一
九
七
七
～
）
の
刊
行
が
進
行
し
て
い
て
、
そ
の
『
基
礎
日
本
語
２　

意

味
と
使
い
方
』（
一
九
八
〇
年（
４
））

に
、「
そ
う
だ
」
の
意
味
と
使
い
方
を
読

む
こ
と
が
で
き
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
全
三
巻
が
揃
っ
て
、
す
べ

て
を
収
め
た
森
田
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』（
角
川
書
店
・
一
九
八
九
年
）

と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
様
態
の
「
そ
う
だ
」
だ
け
だ
っ
た
、
そ
の
助
動

詞
が
、
外
在
す
る
対
象
の
現
在
の
様
態
を
問
題
と
し
、
一
形
容
詞
や
、
二

状
態
動
詞
に
付
い
た
場
合
は
、
眼
前
の
事
物
や
他
者
の
様
態
を
、
三
動
作

動
詞
に
付
い
た
場
合
は
、
動
作
・
作
用
が
実
現
す
る
様
態
を
現
在
呈
し
て

い
る
こ
と
を
い
い
、
そ
の
動
作
・
作
用
が
近
い
未
来
に
成
立
す
る
気
配
に

あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
と
見
え
て
き
た
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
、
国
語
研
究
は
日
本
語
研
究
と
な
り
、
日
本
語
教
育
が

多
領
域
の
若
年
層
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
国
語
科
の
言
語
事
項
は
国
文
法
を

巻
末
の
図
表
に
追
い
や
っ
た
。
外
国
人
に
向
け
て
の
日
本
語
教
育
が
盛
行

す
る
時
代
を
迎
え
て
、
現
代
日
本
語
研
究
の
必
須
性
が
高
ま
り
を
見
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
て
、
様
態
「
そ
う
だ
」
の
研
究

が
顕
著
だ
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
懸
念
さ
れ
て
き
た
の
は
、
様
態
「
そ
う
だ
」
の
使
用
さ
れ
た

年
代
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
様
態
「
そ
う
だ
」
は
、「
そ
う
だ
」
だ
け
で
担

う
意
味
が
決
ま
る
の
で
は
な
い
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
付
く
「
そ
う
だ
」

は
、
近
代
語
か
ら
の
歴
史
を
有
す
る
。
動
詞
に
付
く
「
そ
う
だ
」
は
、
そ

れ
よ
り
遅
れ
る
現
代
語
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
（
８
）』（
小

学
館
・
二
〇
〇
二
年
）
は
、
近
世
か
ら
の
「
さ
う
な
り
」
時
代
の
用
例
を

引
く
が
、
そ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
用
例
で
あ
る
。

　

や
が
て
、
同
社
と
し
て
は
『
大
辞
林
』（
三
省
堂
・
一
九
八
八
年
）
に

吸
収
し
て
し
ま
う『
広
辞
林
第
五
販
』（
三
省
堂
・
昭
和
四
十
八
年
）の「
そ

う
だ
」
は
、
様
態
の
助
動
詞
と
し
た
う
え
で
、
①
見
か
け
か
ら
性
質
・
状

態
を
判
断
す
る
意
を
表
わ
す
／
②
動
詞
に
付
い
て
、
動
作
・
作
用
の
開
始

に
つ
い
て
の
判
断
を
表
わ
す
／
③
将
来
へ
の
予
測
を
表
わ
す
と
い
う
よ
う

に
、
語
義
を
三
ブ
ラ
ン
チ
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
、
井
伏

鱒
二
『
黒
い
雨
』（
新
潮
日
本
文
学
71
）
に
、「
も
う
大
し
た
力
も
な
さ
そ

う
に
見
え
た
。」（
141
）「
矢
須
子
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
も
重
そ
う
に
見
え

た
。」（
151
）
な
ど
、
様
態
「
そ
う
だ
」
が
「
見
え
る
」
に
連
接
す
る
用
例

を
見
て
、
見
か
け
か
ら
状
態
を
判
断
し
て
の
描
写
と
理
解
し
た
日
が
あ
っ

た
。
動
詞
に
付
く
「
日
が
沈
み
そ
う
に
見
え
た
。」「
夜
が
明
け
そ
う
に
見

え
た
。」「
転
び
そ
う
に
見
え
る
。」「
泣
き
そ
う
に
見
え
る
。」
な
ど
が
併

せ
て
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
今
泉
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』

が
「
死
に
さ
う
だ
」
を
「
今
に
も
死
に
さ
う
に
見
え
る
」
と
言
い
換
え
た
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理
由
も
、
こ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
。
そ
の
「
…
そ
う
に
見
え
る
」
に
よ
っ

て
、
主
体
の
人
称
も
第
三
人
称
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

六　
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
の
読
解

　
「
べ
し
」
の
「
べ
」
は
、
副
詞
「
う
べ
」「
む
べ
」
の
「
べ
」
で
、
そ
の

「
べ
」
が
形
容
詞
型
活
用
を
し
た
も
の
が
助
動
詞
「
べ
し
」
で
あ
る
と
す

る
、「
べ
し
」
の
語
源
説
が
あ
る
。
語
源
説
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
べ
し
」

は
上
接
す
る
活
用
語
と
一
語
化
し
て
形
容
詞
性
を
生
じ
て
い
る
か
に
感
じ

る
こ
と
が
あ
る
。
助
動
詞
「
ま
じ
」「
ま
ほ
し
」
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ

あ
る
性
質
で
あ
る
。「
べ
し
」
の
連
用
形
「
べ
く
」
を
末
尾
と
す
る
文
節

が
「
思
ふ
」
な
ど
の
上
に
位
置
す
る
と
き
、
そ
の
「
べ
く
」
を
末
尾
と
す

る
文
節
は
、
形
容
詞
連
用
形
一
般
と
同
じ
よ
う
に
、
終
止
形
に
引
用
の
格

助
詞「
と
」が
付
い
た
表
現
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
読
解
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
四
に
引
い
た
用
例
⒄
に
関
連
し
て

触
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
頭
注
に
い
う
間
接

話
法
と
し
て
紹
介
し
た
が
、
時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』

（
単
元
九　

連
用
形
の
用
法
㈢
「
思
ふ
」「
云
ふ
」「
知
る
」「
侍
り
」
等

の
上
に
あ
る
連
用
形
）
が
教
え
て
く
れ
る
読
解
法
で
あ
る（
５
）。

そ
の
用
例
⒄

を
時
枝
読
解
法
に
従
っ
て
書
き
換
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
17’
）　

… 

〈
京
に
は
求
め
騒
が
る
と
も
、今
日
ば
か
り
は
か
く
て
あ
ら
ん
、

何
ご
と
も
生
け
る
限
り
の
た
め
こ
そ
あ
れ
、
た
だ
今
出
で
お
は
×

×

し
ま
さ

×

×

×

む
は
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
し
〉
と
思
さ
る
れ
ば
、
…
。

　

右
に
お
い
て
心
内
文
と
読
み
と
っ
た
部
分
に
は
「
お
は
し
ま
さ
」
と
い

う
尊
敬
の
補
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
作
者
の
匂
宮
へ

の
敬
意
が
そ
こ
に
ま
で
及
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
の

「
死
ぬ
べ
く
」
は
、
時
枝
読
解
法
の
要
領
で
、
終
止
形
「
死
ぬ
べ
し
」
を

引
用
の
格
助
詞
「
と
」
が
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
「
死
ぬ
べ

し
」
の
主
体
は
、
第
三
人
称
で
は
な
く
な
っ
て
、
第
一
人
称
と
し
て
の
匂

宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
下
、
念
の
た
め
、
用
例
⒀
か
ら
⒃
ま
で
に
つ
い
て
も
、
書
き
換
え
を

試
み
る
。

（
13’
）　 

御
几
帳
の
背
後
な
ど
に
て
聞
く
女
房
、〈
死
ぬ
べ
し
〉
と
お
ぼ
ゆ
。

（
14’
）　 

…
、
柏
木

「
…
、
い
よ
い
よ
〈
死
ぬ
べ
し
〉
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
」
と

て
、
…
。

（
15’
）　 

…
、〈
げ
に
た
ぐ
ひ
な
き
身
の
う
さ
な
り
や
〉
と
思
し
つ
づ
け
た

ま
ふ
に
、〈
死
ぬ
べ
し
〉
と
お
ぼ
え
た
ま
う
て
、
…
。

（
16’
）　 
匂
宮
「
…
。
…
、
ま
こ
と
に
〈
死
ぬ
べ
し
〉
と
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
…
」

な
ど
の
た
ま
ふ
。

　
（
14’
）・（
16’
）
は
、
会
話
文
の
な
か
な
の
で
、
そ
の
「
死
ぬ
べ
し
」
の
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主
体
の
人
称
は
、
第
一
人
称
で
あ
っ
て
変
わ
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、（
13’
）・

（
15’
）
は
、
誰
が
誰
の
こ
と
を
「
死
ぬ
べ
し
」
と
感
じ
て
い
る
か
が
確
認

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
15’
）
は
落
葉
の
宮
が
自
分
の
こ
と
を
「
死

ぬ
べ
し
」
と
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
第
一
人
称
と
し
て
の
落
葉
の

宮
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
（
13’
）
は
、
作
者
が
そ
の
女
房

の
こ
と
を
「
死
ぬ
べ
し
」
と
感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
体
の
人
称

と
人
物
は
、
第
三
人
称
と
し
て
の
女
房
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
物
語
地

の
文
の
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
に
は
、
二
と
お
り
あ
っ
て
、
時
枝
読
解
法

に
従
っ
た
と
き
、
そ
の
相
違
が
見
え
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、「〈
死

ぬ
べ
し
〉
と
お
ぼ
ゆ
」
の
下
に
「
た
ま
ふ
」
が
付
く
か
ど
う
か
の
違
い
で

あ
り
、「
お
ぼ
ゆ
」の
主
体
人
称
の
違
い
で
も
あ
る
。そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、

テ
キ
ス
ト
本
文
ど
お
り
の
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
た

ま
う
て
、」
に
つ
い
て
は
、
第
三
人
称
主
体
の
描
写
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
源
氏
物
語
』
に
は
、
い
ま
二
用
例
、「
死
ぬ
べ
し
」
の
用

例
を
見
て
い
る
。
ま
ず
、
テ
キ
ス
ト
ど
お
り
引
用
す
る
。

⒅ 　
供
人「
…
。
か
な
し
き
妻め

こ子
の
顔
を
も
見
で
死
ぬ
べ
き
こ
と
」
と
嘆
く
。

（
②
明
石
・
二
三
五
）

⒆ 　

女
、
い
と
さ
ま
よ
う
心
に
く
き
人
と
も
見
な
ら
ひ
た
る
に
、
時
の
間ま

も
見
ざ
ら
む
に
死
ぬ
べ
し
と
思
し
焦
が
る
る
人
を
、
心
ざ
し
深
し
と
は

か
か
る
を
言
ふ
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
知
ら
る
る
に
も
、
あ
や
し
か
り
け

る
身
か
な
、
誰
も
、
も
の
の
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
い
か
に
思
さ
む
と
、
ま

づ
か
の
上う
へ

の
御
心
を
思
ひ
出
で
き
こ
ゆ
れ
ど
、
…
。（
⑥
浮
舟
・

一
三
〇
）

　

⒅
は
、
須
磨
退
去
の
光
源
氏
を
暴
風
雨
が
襲
い
、
供
人
た
ち
が
嘆
い
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
死
ぬ
べ
き
こ
と
」
は
、「
死
ぬ
べ
し
」
の
詠
嘆
表

現
で
あ
る
。
⒆
は
、
匂
宮
の
心
内
文
の
後
に
、
浮
舟
の
心
内
文
が
二
か
所

も
続
く
表
現
で
あ
る
。
そ
の
匂
宮
の
心
内
文
〈
時
の
間
も
見
ざ
ら
む
に
死

ぬ
べ
し
〉
は
、
⒄
に
引
い
た
「
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
く
思
さ
る
れ
ば
、」
を

受
け
て
い
て
、匂
宮
の
性
情
を
い
う
た
め
に
用
い
た
表
現
手
法
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
、
そ
の
「
死
ぬ
べ
し
」
の
主
体
は
、
第
一
人
称
で
あ
る
。

　

夕
顔
巻
の
「
死
ぬ
べ
し
」
は
、
物
語
地
の
文
に
現
れ
た
「
死
ぬ
べ
し
。」

で
あ
っ
た
。「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
。」
に
相
当
す
る
第
三
人
称
主
体
の
「
死

ぬ
べ
し
。」
で
あ
る
。
地
の
文
の
ま
ま
で
は
、
違
和
感
を
感
じ
て
よ
い
「
死

ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。

七　

�

息
を
引
き
取
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
「
死
ぬ
べ
し
」「
死

に
そ
う
だ
」

　
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
の
著
者
は
、
夕
顔
巻
の
施
注
語
句
と
し
て
「
わ

な
な
き
死
ぬ
べ
し
」
を
引
き
な
が
ら
、「
死
ぬ
べ
し
」
だ
け
に
ゴ
チ
と
印
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し
て
あ
る
。
そ
し
て
、
直
ち
に
、「「
死
に
さ
う
だ
」
で
通
る
か
ど
う
か
。」

と
躊
躇
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
躊
躇
に
は
、
あ
る
い
は
、
夕
顔
巻
か
ら
切

り
離
さ
れ
た
、「
わ
な
な
き
死
ぬ
べ
し
。」
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
た
、
現
代

語
「
死
に
さ
う
だ
」
だ
け
を
意
識
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
「
死
に
そ
う
だ
」
で
あ
っ
た
。

　
「
死
に
そ
う
だ
。」
を
耳
に
し
た
と
き
、
人
は
誰
し
も
が
、
そ
の
発
言
者

が
自
身
の
現
況
を
訴
え
た
発
言
と
受
け
と
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
人
称
主
体

の
「
死
に
そ
う
だ
」
で
あ
る
。
現
代
語
「
死
に
そ
う
だ
」
が
第
三
人
称
主

体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
刃
物
か
何
か
で
刺
さ
れ
た
り
な
ど
し
た
被

害
者
の
現
況
を
視
聴
者
に
伝
え
る
記
者
の
声
ぐ
ら
い
に
限
ら
れ
よ
う
。
文

字
を
媒
体
と
し
た
伝
達
に
は
、「
死
に
そ
う
だ
っ
た
。」
は
あ
り
え
て
も
、

「
死
に
そ
う
だ
。」
は
あ
り
え
な
い
。
現
代
語
「
死
に
そ
う
だ
。」
は
、
自

身
の
体
調
等
か
ら
自
身
が
自
身
だ
け
で
推
定
判
断
し
た
発
言
で
あ
る
。
自

覚
を
根
拠
に
し
た
推
定
判
断
で
あ
る
。

　

体
調
か
ら
の
自
覚
と
し
て
は
、「
吐
き
そ
う
だ
」
が
あ
る
。
第
三
人
称

主
体
の
「
吐
き
そ
う
だ
」
は
、
医
療
現
場
の
医
師
・
看
護
師
に
限
ら
れ
る
。

高
熱
で
「
倒
れ
そ
う
だ
」
は
第
一
人
称
の
用
例
が
殆
ど
だ
が
、
老
朽
ビ
ル

が
「
倒
れ
そ
う
だ
」
は
、
第
三
人
称
以
外
考
え
ら
れ
な
い
。「
落
ち
そ
う
だ
」

も
、
第
一
人
称
主
体
に
も
第
三
人
称
主
体
に
も
現
れ
る
。「
私
は
今
、
崖

か
ら
落
ち
そ
う
だ
。」
と
「
花
瓶
が
棚
か
ら
落
ち
そ
う
だ
。」
と
で
あ
る
。

「
挫
け
そ
う
だ
」
は
、
多
く
が
自
身
の
精
神
面
の
見
通
し
の
暗
さ
を
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

　

主
体
を
明
示
し
な
い
「
殺
さ
れ
そ
う
だ
」
は
、
第
一
人
称
主
体
と
見
て

し
ま
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。「
叱
ら
れ
そ
う
だ
」「
嫌
わ
れ
そ
う
だ
」
も
、

そ
う
で
あ
ろ
う
。
概
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
そ
う
だ
」
は
被
害
者
側
に
立
っ

て
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
誉
褒
と
で
も
い
う
か
、
褒
め
ら
れ
る

側
に
あ
っ
て
も
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
褒
め
ら
れ
そ
う
だ
」
も
聞
く
こ

と
が
で
き
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
受
身
動
詞
に
付
く
過
程
を
経
て
か
、
可

能
動
詞
に
付
く
「
そ
う
だ
」
は
、「
跳
べ
そ
う
だ
」
に
し
て
も
「
泳
げ
そ

う
だ
」
に
し
て
も
、
自
身
の
実
現
度
の
見
通
し
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
歌
に
見
た
「
死
ぬ
べ
し
」
は
、
恋
の
苦
し
み
の
辛
さ
を
い
っ

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
四
〇
八
〇
番
歌
は
、「
恋
ふ
」
と
い
う

段
階
を
越
え
て「
死
ぬ
」と
い
う
段
階
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も
、
や
は
り
、
現
実
の
死
を
い
っ
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
用
例
⑺
か
ら
⑾
ま
で
、
そ
れ
ら
「
死
ぬ
べ
し
」

は
、
二
九
〇
七
番
歌
の
恋
の
奴
に
〈
殺
さ
れ
そ
う
だ
〉
を
含
め
て
、
い
ず

れ
も
、
恋
の
苦
し
み
の
心
理
の
現
況
を
訴
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生

命
活
動
の
停
止
を
い
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、「
死
ぬ
べ
し
」

は
、
上
代
の
昔
か
ら
、〈
辛
く
て
、
死
ぬ
に
相
当
す
る
苦
し
み
を
味
わ
っ
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て
い
る
〉
意
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』か
ら
引
い
た
用
例
⑿
に
は
、「
男
、わ
づ
ら
ひ
て
、」と
あ
っ

た
。息
を
引
き
取
る「
死
ぬ
べ
し
」で
あ
る
。夕
顔
巻
の「
死
ぬ
べ
し
」も
、

間
違
い
な
く
息
を
引
き
取
る
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の

用
例
⒃
・
⒄
・
⒆
も
実
際
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
、
匂
宮
が
主
体
の
「
死
ぬ

べ
し
」
で
あ
る
。
用
例
⒃
は
、
本
文
の
順
序
と
し
て
は
用
例
⒄
を
受
け
た

表
現
で
、
ど
ち
ら
も
「
ま
こ
と
に
」
を
冠
し
た
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。

わ
ざ
わ
ざ
「
ま
こ
と
に
」
を
冠
し
て
い
う
ほ
ど
に
、「
死
ぬ
べ
し
」
は
、「
ま

こ
と
に
」
で
は
な
い
表
現
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
用
例
⒁
も
、
柏
木
の

発
言
に
見
る
実
際
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
あ
る
。
用
例
⒅
も
、
須
磨
で
の
供

人
が
妻
子
を
見
る
こ
と
な
い
ま
ま
の
「
死
ぬ
べ
し
」
で
、
実
際
の
「
死
ぬ

べ
し
」
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
用
例
⒀
は
、
身
内
の
者
た
ち
か
ら
も
嘲
笑
さ
れ
る

近
江
の
君
の
仕し
ぐ
さ種
が
可お

か笑
し
く
て
、
そ
の
可
笑
し
さ
を
怺こ
ら

え
き
れ
な
い
女

房
た
ち
の
様
子
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
可
笑
し
さ
を
怺
え
き
れ
な
く

て
〈
辛
く
て
た
ま
ら
な
い
〉
の
で
あ
る
。
用
例
⒂
も
、
落
葉
の
宮
が
一
度

夫
を
も
っ
た
身
だ
か
ら
と
与く
み

し
や
す
く
思
わ
れ
る
こ
と
が
情
け
な
く
思
え

て
〈
辛
く
て
た
ま
ら
な
い
〉
思
い
を
「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
た
ま
う
て
、」

と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
人
も
ま
た
、
心
労
の
業
務
が
重
な
っ
て
、
つ
い
「
死
に
そ
う
だ
」

と
呟
く
こ
と
が
あ
る
。〈
息
を
引
き
取
り
そ
う
だ
〉
で
は
な
い
「
死
に
そ

う
だ
」
で
あ
る
。〈
死
ぬ
に
相
当
す
る
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
る
〉「
死
に

そ
う
だ
」
で
あ
る
。
一
語
の
形
容
動
詞
と
認
定
し
た
い
「
死
に
そ
う
だ
」

で
あ
る
。
古
典
語
「
死
ぬ
べ
く
」
も
、「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
が
「
死
ぬ

べ
し
と
お
ぼ
ゆ
」
と
読
み
と
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
一
語
の
形
容
詞
と
認
定

し
た
い
思
い
で
あ
る
。

八　

小
稿
か
ら
見
え
て
き
た
四
つ
の
小
さ
な
気
づ
き

　

小
稿
が
取
り
立
て
た
事
柄
そ
の
も
の
が
、
結
論
と
い
え
る
ほ
ど
の
提
言

の
で
き
る
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
。
発
見
と
い
う
に
は
当
た
ら
な
い
事
実

だ
が
、
そ
の
確
認
で
き
た
事
実
を
気
づ
き
と
呼
ん
で
整
理
す
る
こ
と
と
す

る
。

　

⑴ 　

古
典
語
「
死
ぬ
べ
し
」
は
、『
万
葉
集
』
歌
な
ど
に
見
る
多
く
が

第
一
人
称
主
体
の
用
例
だ
が
、
第
三
人
称
主
体
の
用
例
と
し
て
の
夕

顔
巻
「
死
ぬ
べ
し
」
も
存
在
し
た
。

　

⑵ 　

中
古
の
物
語
地
の
文
に
、
そ
の
第
三
人
称
主
体
の
夕
顔
巻
「
死
ぬ

べ
し
」
を
見
る
が
、
趨
勢
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
地
の
文
な
ど

に
見
る
よ
う
に
、「
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。
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⑶ 　
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』
が
「
死
ぬ
べ
し
」
の
現
代
語
訳
「
死
に

さ
う
だ
」
に
躊
躇
し
た
の
は
、
第
三
人
称
主
体
で
あ
る
こ
と
が
表
現

で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
か
、
と
推
測
し
て
い

る
。

　

⑷ 　
「
死
ぬ
べ
し
」
に
も
「
死
に
そ
う
だ
」
に
も
、〈
今
に
も
息
を
引
き

取
る
よ
う
に
見
え
る
〉
意
で
は
な
い
用
法
の
用
例
が
存
在
し
、〈
辛

く
て
た
ま
ら
な
い
〉
意
の
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
相
当
す
る
表
現
と

な
っ
て
い
る
。

　

不
揃
い
な
整
理
で
あ
る
が
、
今
後
の
読
解
に
ご
活
用
い
た
だ
け
た
ら
あ

り
が
た
い
と
思
っ
て
い
る
。「
べ
し
」
と
か
「
そ
う
だ
」
と
か
い
う
、
助

動
詞
だ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
試
み
た
、
小
さ
な
読
解
の
取

り
組
み
で
あ
る
。

　

○
小
稿
は
、「
死
ぬ
べ
し
」
と
「
死
ぬ
べ
し
。」
と
な
ど
、
単
に
語
句
を

引
用
し
た
も
の
と
背
景
と
な
る
文
を
意
識
し
て
引
用
し
た
も
の
と
を
区
別

し
て
あ
る
。
事
情
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

注（
１
）
今
泉
忠
義
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
五
十
二
年
）
は
著
者
の
遺

著
で
、
手
書
き
原
稿
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
し
た
著
書
で
あ
る
。

（
２
）
中
西
宇
一
「「
べ
し
」
の
意
味
─
様
相
的
推
定
と
論
理
的
推
定
─
」（
明
治
書
院
「
月

刊
文
法
」
１
の
四
・
昭
和
四
十
四
年
）
に
倣
っ
て
、
当
時
の
多
く
の
ポ
ケ
ッ
ト
版

古
語
辞
典
が
訳
語
に
「
そ
う
だ
」
を
採
り
入
れ
た
こ
と
を
実
感
と
し
て
記
憶
し
て

い
る
。

（
３
）
厳
密
に
は
間
接
心
内
文
表
現
と
で
も
い
っ
た
ら
よ
い
表
現
で
、「
た
だ
今
お
は
し

ま
さ
む
は
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ
し
」
を
心
内
文
と
見
て
、「
と
思
さ
る
れ
ば
」
で
受

け
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
な
る
。

（
４
）
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
２　

意
味
と
使
い
方
』（
角
川
書
店
・
一
九
八
〇
年
）「
そ

う
だ
」
の
項
の
三
〈
動
作
動
詞
に
続
く
場
合
〉
の
ｂ
（
自
身
に
関
す
る
精
神
的
・

生
理
的
感
覚
の
「
そ
う
だ
」）
の
第
一
用
例
「
腹
が
空
い
て
死
に
そ
う
だ
」
か
ら
、

小
稿
の
七
（
息
を
引
き
取
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
「
死
ぬ
べ
し
」「
死
に
そ
う
だ
」）

に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
５
）
時
枝
誠
記
『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』（
至
文
堂
・
昭
和
二
十
五
年
）
の

単
元
九
（
連
用
形
の
用
法
㈢
「
思
ふ
」「
云
ふ
」「
知
る
」「
侍
り
」
等
の
上
に
あ

る
連
用
形
）
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
た
だ
直
覚

的
に
体
感
し
た
結
果
を
法
則
と
し
て
い
る
事
項
が
多
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
単
元

も
、
そ
う
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
納
得
い
く
読
解
が
で
き
た
こ
と
に

感
謝
し
て
い
る
。


