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一　

は
じ
め
に

　

接
尾
辞
「
み
」
は
、「
さ
」
と
同
様
、
形
容
詞
の
語
幹
に
結
合
し

て
名
詞
化
す
る
働
き
を
持
つ
。「
み
」
と
「
さ
」
と
は
主
に
現
代
語

で
対
照
研
究
が
い
く
つ
か
行
な
わ
れ
て
お
り
、
意
味
用
法
の
差
異
に

つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
、「
み
」
は

自
由
な
結
合
力
を
持
つ「
さ
」に
比
べ
て
結
合
に
制
限
が
あ
り
、「
み
」

の
結
合
し
た
語
は
「
重
み
」「
や
わ
ら
か
み
」「
お
も
し
ろ
み
」
な
ど

固
定
し
た
一
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
さ
れ
、
ど
の
形
容
詞
に
「
み
」

が
つ
く
か
と
い
う
こ
と
も
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
現
代
語
で
は
「
安
定
し
た
一
語
」
と
自
明
と
さ
れ
る
こ

と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
安
定
し
た
も
の
で
な
く
、
歴
史

的
に
「
ゆ
れ
」
が
あ
っ
た
上
で
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

古
代
か
ら
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
「
さ
」
に
対
し
て
、「
み
」
は

形
容
詞
に
付
い
て
そ
の
よ
う
な
状
態
を
表
す
名
詞
を
つ
く
る
用
法
と

し
て
は
古
く
は
語
例
は
少
な
い
。
し
か
し
近
世
や
近
代
に
は
「
や
さ

し
み
」「
う
つ
く
し
み
」
な
ど
現
代
語
と
し
て
は
一
般
的
で
な
い
語

例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
ま
た
近
年
で
は
漢
語
に
付
く
例
が
増
え
る

な
ど
、
そ
の
結
合
の
様
相
は
変
化
し
て
い
る
。

　

小
稿
は
、
現
代
語
で
は
安
定
し
た
結
合
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
接

尾
辞
「
み
」
の
近
世
近
代
の
用
例
を
調
査
し
、
そ
の
史
的
研
究
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
語
に
お
け
る
「
み
」
の

性
質
も
よ
り
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
下
、
接

尾
辞
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
み
」、
語
基
と
結
合
し
た
形
の
も
の

　

　
近
世
近
代
に
お
け
る
接
尾
辞
「
み
」

　
　
　
　
　
―
結
合
の
拡
大
と
衰
退
―

杉
　
本
　
裕
　
子
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は
「
―
み
」
と
表
記
す
る
。

　
　
　

二　
「
み
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　

先
行
研
究
で
は
、
現
代
語
に
お
け
る
接
尾
辞
「
み
」
に
つ
い
て
、

「
み
」
が
限
ら
れ
た
形
容
詞
に
つ
く
こ
と
か
ら
語
基
と
な
る
形
容
詞

の
種
類
ご
と
に
分
類
し
、
個
々
の
語
例
を
挙
げ
て
「
さ
」
と
の
比
較

を
交
え
て
考
察
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

　
「
み
」
の
性
質
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
、〈
対
象
か
ら
把
握
さ

れ
る
主
観
的
な
状
態
や
、
感
情
・
感
覚
を
、
総
体
的
・
全
一
的
な
状

態
概
念
と
し
て
表
す
〉（
森
田
一
九
八
九
）〈
そ
の
よ
う
な
感
覚
や
感

情
の
内
容
の
体
言
化
〉〈
そ
の
語
の
表
す
事
柄
の
内
容
・
質
に
ま
で

立
ち
入
っ
た
指
示
標
識
〉（
森
田
一
九
九
六
）
と
い
う
の
が
代
表
的

な
も
の
で
あ
ろ
う
。『
日
本
語
教
育
事
典
』
の
「
み
」
の
項
（
薗
田

英
津
子
氏
執
筆
）
で
は
「
み
」
は
〈
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
属
性
観
念
を

抽
象
し
固
定
化
し
て
表
す
。「
〜
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
」「
〜
（
と
い

う
）
感
じ
」「
〜
味
わ
い
」「
ほ
か
の
も
の
と
比
べ
て
一
層
〜
と
感
じ

る
状
態
」
の
意
〉〈「
味
」
は
あ
て
字
だ
が
、「
み
」
に
は
味
わ
い
、

趣
き
の
感
じ
が
あ
る
〉
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、「
み
」
が
結
合
す
る
形
容
詞
、
し
な
い
形
容
詞
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
の
が
小
出
（
二
〇
〇
〇
）
で
あ
る
。「
み
」
は
形
容

詞
で
表
さ
れ
る
性
質
・
状
態
を
実
質
的
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
表
現
す
る
も
の
で
、〈「
〜
み
」
の
付
く
形
容
詞
は
、
客
体
と
し
て

存
在
す
る
モ
ノ
の
属
性
を
表
す
も
の
〉〈「
〜
み
」
で
表
さ
れ
る
属
性

を
持
つ
対
象
は
、
内
部
性
を
持
つ
も
の
〉〈「
〜
み
」
は
、
そ
の
内
部

の
特
質
に
起
因
す
る
と
想
定
さ
れ
る
属
性
を
表
す
〉
と
い
い
、
そ
の

性
質
上
「
み
」
の
つ
か
な
い
語
例
と
し
て
、「
若
い
、
悪
い
、
暗
い
、

正
し
い
、
貧
し
い
、
長
い
、
短
い
、
太
い
、
細
い
、
広
い
、
狭
い
、

古
い
、
新
し
い
、
美
し
い
、
激
し
い
、
や
さ
し
い
、
難
し
い
、
詳
し

い
、
大
き
い
、
小
さ
い
」
等
を
挙
げ
て
い
る
。

　

黄（
二
〇
〇
四
）は
、「
み
」の
つ
く
語
基
の
範
囲
の
狭
さ
は
、「
み
」

に
言
語
主
体
の
主
観
的
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い

う
。
日
本
語
は
客
観
的
に
モ
ノ
ゴ
ト
を
把
握
す
る
こ
と
が
好
ま
れ
、

モ
ノ
ゴ
ト
だ
け
で
な
く
人
の
内
面
に
立
ち
入
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
が

は
ば
か
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
み
」
が
つ
く
の
は
慣

用
的
用
法
・
語
彙
化
し
た
も
の
だ
け
と
な
り
、
派
生
語
数
は
減
る
、

と
す
る
。
ま
た
現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
み
」
の
造
語
力
の
衰
え
に

つ
い
て
、「
み
」
は
語
基
と
結
合
し
て
意
味
が
固
定
化
し
意
味
領
域
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が
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、「
さ
」
が
「
み
」
の
意
味
領
域
に
侵
入

し
て
き
て
い
る
こ
と
の
二
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
現
代
語
に
お
け
る
「
み
」
の
特
徴
で
あ
る
が
、
歴
史
的

に
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
古
代
語
で
は
限
ら
れ
た
語
し
か
見
ら
れ
な

い
が
、用
例
の
あ
る
程
度
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
近
世
や
近
代
で
は
、

現
代
語
の
「
み
」
と
は
違
っ
た
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

そ
れ
を
確
認
し
、
接
尾
辞
「
み
」
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　
　
　

三　

接
尾
辞
「
み
」
を
扱
う
際
の
問
題
点

　

接
尾
辞
「
み
」
を
国
語
史
的
な
観
点
か
ら
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、

い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
扱
う
「
み
」
の
範
囲
に
つ
い

て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
問
題
点
を
挙
げ
る
。

　

１
．「
―
む
」
型
動
詞
連
用
形

　

先
行
研
究
で
は
、「
楽
し
み
」「
悲
し
み
」「
苦
し
み
」
等
も
、
動

詞
連
用
形
の
名
詞
化
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
を
示
し
つ
つ
も
、「
み
」

の
結
合
し
た
語
例
に
含
め
て
扱
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
確
か

に
形
式
上
は
「
形
容
詞
語
幹
＋
み
」
で
あ
り
、
特
に
「
さ
」
と
の
対

比
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
語
例
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
の
は
妥

当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
語
構
成
上
接
尾
辞
「
み
」
の
結

合
し
た
も
の
と
扱
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
は
問
題
が
残
る
。
確
か
に
も

と
も
と
の
造
語
意
識
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ

る
し
、
動
詞
の
名
詞
化
か
、「
形
容
詞
語
幹
＋
み
」
か
、
見
解
の
異

な
る
場
合
も
あ
る（

1
（

。
ま
た
「
み
」
が
結
合
の
範
囲
を
広
げ
て
い
っ
た

要
因
の
一
つ
と
し
て
、
動
詞
連
用
形
か
ら
の
転
成
名
詞
の
存
在
が

あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
悲
し
み
」
等
動
詞
の
連
用

形
名
詞
の
形
か
ら
見
て
、形
容
詞
語
幹
と
形
が
共
通
し
て
い
る
た
め
、

「
形
容
詞
語
幹
＋
み
」
で
名
詞
化
す
る
と
い
う
類
推
が
働
い
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
は
接
尾
辞
「
み
」
と
形
容
詞
と
の
結
合
の
広
が
り

を
見
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
に
、
現
代
語
に
は
見
ら
れ

な
く
な
っ
て
い
る
語
形
を
確
認
す
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
そ
の
た

め
、
動
詞
連
用
形
の
名
詞
化
と
見
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
、
少
な

く
と
も
動
詞
形
が
古
語
で
も
現
代
語
で
も
存
在
す
る
「
楽
し
み
」「
悲

し
み
」「
苦
し
み
」「
親
し
み
」「
痛
み
」「
憎
み
」
等
は
、
用
例
に
含

め
な
い
こ
と
と
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
は
古
く
か
ら
見
ら
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れ
る
語
で
あ
り
、
動
詞
と
の
直
接
の
対
応
の
な
い
「
―
み
」
の
語
例

の
出
現
と
は
差
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
史
的
な
立
場
か
ら
考

察
す
る
場
合
、両
者
は
別
に
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。な
お
、

「
懐
か
し
み
」「
凄
み
」
等
も
動
詞
形
が
存
在
す
る
が
、
形
容
詞
が
先

行
す
る
も
の
で
あ
り
、「
み
」
が
結
合
す
る
語
例
も
後
発
す
る
と
認

め
ら
れ
る
の
で
、
接
尾
辞
と
し
て
の
用
例
に
含
め
て
お
く
。

　

２
．
古
代
語
の
「
み
」
と
の
関
連

　

古
代
語
で
は
、
い
わ
ゆ
る
ミ
語
法
の
「
み
」、
ま
た
「
―
み
す
」「
―

み
思
ふ
」
の
形
を
と
る
も
の
な
ど
が
あ
る
が
、
接
尾
辞
と
す
る
か
ど

う
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ミ
語
法
の
「
み
」
と
接

尾
辞
「
み
」
に
な
ん
ら
か
の
連
続
性
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が（

2
（

、
本

稿
で
は
ミ
語
法
に
つ
い
て
は
立
ち
入
る
こ
と
を
し
な
い
。

　

古
代
語
で
は
、形
容
詞
語
幹
に
つ
く
場
合
、「
明
る
み
」「
高
み
」「
深

み
」
な
ど
特
に
「
そ
の
よ
う
な
状
態
の
場
所
」
を
表
す
。
そ
の
「
み
」

が
意
味
を
抽
象
化
さ
せ
て
い
き
、「
そ
の
よ
う
な
点
」
さ
ら
に
「
そ

の
よ
う
な
性
質
」
を
表
す
働
き
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
「
み
」
が
古
代
語
の
そ
れ
よ
り
も
意
味
を
広
げ
、
結
合
の
幅
も
広

が
っ
た
時
期
を
明
ら
か
に
ま
で
は
で
き
な
い
が
、ロ
ド
リ
ゲ
ス
の『
日

本
大
文
典
』
に
は
、
形
容
詞
か
ら
名
詞
を
作
る
方
法
と
し
て
の
接
尾

辞
「
み
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
、「
黒
み
」「
白
み
」「
浅
み
」

「
深
み
」「
甘
み
」「
青
み
」「
広
み
」「
狭
み
」「
高
み
」「
低
み
」「
繁

み
」「
強
み
」「
弛
み
」「
痛
み
」「
赤
み
」「
憂
み
」「
惜
し
み
」
が
語

例
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
。『
日
葡
辞
書
』
に
も
、「
赤
み
」「
黒
み
」

「
強
み
」「
弱
み
」「
苦
み
」「
辛
み
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
中
世
に
は
、

「
そ
の
よ
う
な
状
態
の
場
所
」
を
表
す
以
外
の
用
法
と
し
て
は
、
色

や
味
覚
を
表
す
形
容
詞
に
つ
く
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
場
所
を
表
す
例
は
考
察
に
含
め
ず
、「
み
」
が
名
詞
を
つ
く
る

接
尾
辞
と
し
て
の
用
法
を
広
げ
た
例
を
扱
う
。

　

３
．「
味
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て

　

接
尾
辞
「
み
」
を
含
む
語
例
の
中
に
、「
味
」
と
漢
字
表
記
さ
れ

る
も
の
が
あ
る
。
現
代
語
で
も
、「
甘
味
」「
渋
味
」
の
よ
う
に
味
覚

を
表
す
語
の
ほ
か
、「
滑
稽
味
」「
人
情
味
」
な
ど
特
に
漢
語
に
付
く

場
合
に
多
い
。
こ
れ
ら
は
そ
の
よ
う
な
味
わ
い
を
表
し
て
い
る
と
い

う
意
識
か
ら
、「
味
」
と
い
う
字
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
そ
の
場
合
の
「
味
」
は
漢
語
接
尾
辞
と
見
る
こ
と
も
で
き
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る
が
、
も
と
は
あ
て
字
と
し
て
「
味
」
の
字
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
が

拡
大
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
漢
語
接
尾
辞
「
味
」

を
認
め
る
か
ど
う
か
は
保
留
に
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
後
で
見

る
が
「
味
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
み
」
自

体
の
用
い
ら
れ
方
に
な
ん
ら
か
の
影
響
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
み
」
の
考
察
に
は
問
題
点
も
多
い
が
、
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
章
か
ら
近
世
近
代
の
「
み
」
の
状
況
に
つ

い
て
見
る
。

　
　
　

四　

近
世
の
「
み
」

　

１
．
近
世
前
期

　

近
世
前
期
の
資
料
と
し
て
、『
近
松
全
集
』（
岩
波
書
店
）『
新
編

西
鶴
全
集
』（
勉
誠
出
版
）
を
使
用
し
、「
み
」
の
結
合
し
た
語
を
調

査
し
た
。
得
ら
れ
た
語
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

〈
近
松
〉�

あ
や
し
み
１　

う
ま
み
１　

か
た
み
１　

涼
し
み
１　

苦

み
２　

弱
み
３

〈
西
鶴
〉
青
み
１　

赤
み
４　

う
つ
く
し
み
２　

重
み
１　

長
み
４

　

特
に
現
代
語
に
は
見
ら
れ
な
い「
―
み
」の
使
用
状
況
を
中
心
に
、

近
松
の
例
か
ら
見
る
。
以
下
用
例
の
掲
出
に
あ
た
り
、
表
記
を
改
め

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

①�

故
に
日
本
に
生
る
ゝ
者
は
。
十
六
の
夏
迄
は
。
両
袖
の
下
を
闕け
つ

腋て
き

の
脇
あ
け
に
し
て
熱
を
も
ら
し
。
涼
し
み
を
受
さ
れ
ば
国
と
人
と

相
応
せ
ず
。　　
　
　
（「
日
本
振
袖
始
」
全
集
一
〇
巻
四
六
八
頁
）

②�

そ
れ
で
も
髭
は
い
や
で
有
ふ
。
い
や
で
な
い
〳
〵
ほ
う
ず
り
の
。

跡
が
ひ
り
〳
〵
し
て
後
の
か
た
み
忝
い
。　

（「
嵯
峨
天
皇
甘
露
雨
」
全
集
九
巻
八
五
頁
）

③�

太
刀
取
検
使
つ
め
か
け
候
上
は
す
ご
〳
〵
と
は
帰
り
候
ま
じ
。
横

笛
が
命
は
中
宮
様
の
御
お
し
み
。
滝
口
を
さ
が
し
出
し
其
方
に
て

首
討
れ
よ
と
申
べ
き
か
と
云
け
れ
ば
。

（「
娥
歌
か
る
た
」
全
集
八
巻
七
〇
三
頁
）

④�

恋
し
や
な
。
思
は
ず
こ
ゝ
に
。
う
か
れ
き
て
。
名
も
な
つ
か
し
み

桃
園
の
。
夫
の
年
は
二
十
あ
ま
り

（「
日
本
西
王
母
」
全
集
三
巻
一
八
八
頁
）

�
①
は
、「
涼
し
さ
そ
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、

「
程
度
」
を
感
じ
さ
せ
る
「
涼
し
さ
」
で
は
な
く
「
み
」
の
形
を
と
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。「
か
た
み
」
は
「
堅
苦
し
い
様
子
」
を
表
す
場
合
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も
あ
る
が
、
②
の
「
か
た
み
」
は
実
際
に
触
っ
て
固
い
と
感
じ
る
も

の
で
あ
る
。
③
「
お
し
み
」
④
「
な
つ
か
し
み
」
は
形
容
詞
に
対
応

す
る
動
詞
形
も
あ
る
も
の
で
、
し
か
も
用
例
を
見
る
と
「
―
み
」
の

例
と
す
る
の
は
適
当
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
「
み
」
が

つ
い
て
い
て
も
、
名
詞
形
と
し
て
安
定
し
た
形
で
な
い
と
い
う
印
象

で
あ
る（

3
（

。
次
に
西
鶴
の
例
を
見
る
。

⑤�

子
細
は
、今
か
ら
さ
へ
鬢
付
の
い
ろ
こ
く
、首
筋
は
へ
ぎ
は
ま
で
、

此
う
つ
く
し
み
、
な
ら
ひ
な
き
太
夫
に
な
る
べ
し
と
、

（「
男
色
大
鑑
」
全
集
二
巻
三
七
〇
頁
）

⑥�

今
の
う
つ
し
絵
も
い
に
し
へ
を
見
つ
た
へ
て
、
八
重
桜
の
陰
に
入

日
く
れ
な
ひ
の
袴
に
、
十
二
ひ
と
へ
の
紋
柄
の
う
つ
く
し
み
。

（「
新
可
笑
記
」
全
集
三
巻
五
五
五
頁
）

⑦�

首
筋
立
の
び
て
、
を
く
れ
な
し
の
後
髪
、
手
の
指
は
た
よ
は
く
、

長
み
あ
つ
て
爪
薄
く
、
足
は
八
も
ん
三
分
に
定
め
、

（「
好
色
一
代
女
」
全
集
一
巻
五
一
一
頁
）

⑧�

惣
浅
黄
こ
ん
が
う
を
は
き
て
す
り
足
に
あ
ゆ
み
、
し
め
つ
け
嶋
田

髪
先
も
跡
も
長
み
同
し
事
に
し
て
、
中
程
に
平ひ

ら

鬙
も
と
ゆ
い

を
か
け

（「
西
鶴
俗
つ
れ
づ
れ
」
全
集
四
巻
四
九
六
頁
）

　
「
う
つ
く
し
み
」
は
美
し
い
状
態
や
度
合
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の

も
の
が
持
っ
て
い
る
美
し
さ
そ
の
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
の
「
長
み
」
は
見
た
目
に
長
い
と
感
じ
ら
れ
る

様
子
を
表
し
て
い
る
が
、
⑧
の
「
長
み
」
は
測
定
可
能
な
長
さ
の
こ

と
で
あ
る
。「
―
さ
」
と
「
―
み
」
で
は
違
い
が
見
ら
れ
る
の
か
ど

う
か
、「
う
つ
く
し
さ
」「
長
さ
」
の
例
も
挙
げ
て
み
る
。「
う
つ
く

し
さ
」
は
二
十
一
例
あ
っ
た
が
、「
長
さ
」
は
一
例
の
み
で
あ
る
。

⑨�

跡
よ
り
二
十
あ
ま
り
の
面
影
、
窓
の
す
だ
れ
の
ひ
ま
よ
り
見
へ
け

る
に
、其
う
つ
く
し
さ
、和
国
美
人
そ
ろ
へ
の
う
ち
に
も
み
へ
ず
。

（「
西
鶴
諸
国
ば
な
し
」
全
集
二
巻
七
二
頁
）

⑩�

其
船
行
水
に
つ
れ
て
さ
し
く
だ
し
、
上
人
川
の
塩
さ
か
ひ
、
岸
は

青
柳
の
し
げ
り
、
汀
わ
づ
か
に
足
く
び
た
け
、
ひ
さ
が
し
ら
の
立

所
に
、
長
さ
五
丈
横
弐
丈
は
か
り
も
あ
り
し
、
く
れ
な
ゐ
の
細
引

網
を
お
ろ
し
て　
　
　

（「
色
里
三
世
帯
」
全
集
三
巻
二
六
五
頁
）

　
「
う
つ
く
し
さ
」
は
、
比
較
を
前
提
と
し
た
、
美
し
さ
の
度
合
を

さ
す
場
合
が
多
い
。
⑩
の
「
長
さ
」
は
、
具
体
的
な
寸
法
と
と
も
に

使
用
さ
れ
て
い
る
。
小
出
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
次
元
形
容
詞
の
場
合
、

対
象
の
立
体
的
な
内
部
空
間
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
形
容
詞
（「
深
い
」

「
厚
い
」）
に
「
み
」
が
つ
く
と
い
う
。「
長
み
」
は
西
鶴
に
は
四
例

見
ら
れ
る
が
、
定
着
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。



― 16―

　

２
．
近
世
後
期

　

江
戸
後
期
の
資
料
は
、『
洒
落
本
大
成
』（
中
央
公
論
社
）
を
使
用

し
た
。
江
戸
、
上
方
別
に
示
す
。

〈
江
戸
〉�

青
み
４　

赤
み
１　

甘
み
３　

あ
り
が
た
み
２　

う
ま
み

24　

お
か
し
み
44　

お
と
な
し
み
３　

重
み
１　

お
も
し

ろ
み
35　

か
た
み
１　

か
ら
み
２　

く
さ
み
２　

黒
み
１�

こ
わ
み
１　

白
み
１　

高
み
３　

つ
よ
み
８　

苦
み
９　

は
ず
か
し
み
１　

深
み
３　

ふ
る
み
１　

ほ
そ
み
１　

や

わ
ら
か
み
７　

弱
み
４

〈
上
方
〉�

あ
い
ら
し
み
１　

あ
た
ら
し
み
１　

甘
み
１　

い
や
し
み

３　

う
ま
み
11　

お
か
し
み
８　

お
そ
ろ
し
み
１　

重
み

２　

お
も
し
ろ
み
14　

く
さ
み
４　

し
ゆ
み
２　

白
み
２�

つ
た
な
み
１　

苦
み
１　

や
さ
し
み
３　

弱
み
１

　

現
代
語
で
も
安
定
し
て
い
る
語
は
こ
こ
で
も
用
例
数
が
多
い
が
、

自
由
な
結
合
も
見
ら
れ
る
。「
み
」
の
用
法
に
お
い
て
注
目
す
べ
き

点
と
し
て
、「
旨
味
」「
甘
味
」
等
味
覚
を
表
す
語
が
い
く
つ
か
見
ら

れ
、「
味
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
洒
落
本

に
は
「
お
か
し
み
」「
お
も
し
ろ
み
」
の
用
例
が
多
い
が
、
こ
れ
ら

は
そ
の
も
の
の
実
質
的
な
面
白
さ
を
抽
出
し
て
示
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
一
語
と
し
て
安
定
し
た
も
の
で
、「
趣
き
」
や
「
味
わ
い
」

そ
の
も
の
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。
中
で
も
「
面
白
味
」
と
い
う

表
記
の
も
の
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。「
味
」と
い
う
表
記
と「
み
」

と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
の
「
味
わ
い
」「
趣
き
」

を
表
す
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、「
み
」
が
接
辞
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の

と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

⑪�

江
戸
座
の
俳
諧
は
種
〳
〵
に
替
つ
て
ゆ
く
か
ら
面
白
味
が
あ
り
や

す　
　
　
　
（「
志
家
居
名
美
」〈
江
戸
〉
大
成
二
九
巻
一
六
六
頁
）

⑫�

俳わ
さ

優お
き

な
ら
ぬ
業わ
さ

く
れ
は
。
世
間
の
哂
落
の
裏
を
行
キ
。
端し
り

出く
め

縄な
わ

の

横
な
ま
れ
る
。
夷ひ

な

振ふ
り

の
可お

か
し笑

味み

に
し
て
。
天
照
の
神
吹
出
さ
せ
。

し
か
も
磐
戸
の
差
合
な
く
。
笑
う
門
に
は
福
来
る
。

（「
田
舎
芝
居
」〈
江
戸
〉
大
成
一
三
巻
三
二
八
頁
）

　

ま
た
、「
み
」
と
「
味
」
の
結
び
つ
き
の
背
景
に
は
、
例
え
ば
「
美

味
」「
厚
味
」「
風
味
」な
ど
、「
漢
字
一
字
＋
味
」の
語
の
存
在
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。こ
れ
ら
は
味
覚
を
表
す
も
の
も
あ
れ
ば
、「
趣
き
」

の
よ
う
な
意
味
を
表
す
場
合
も
あ
る
。「
―
味
」
の
形
を
と
る
語
彙

か
ら
「
味
」
の
使
用
が
広
が
り
、
和
語
の
「
―
み
」
の
意
味
と
重
な
っ
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て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
の
現
代
語
で
は
一
般
的
で
な
い
用
例
を
挙
げ
る
。

⑬�

気
に
引
く
ら
へ
て
と
は
わ
が
事
ッ
た
は
。
フ
ウ
ど
ふ
や
ら
今
に
な

つ
て
は
。
甚
さ
ン
に
怖
み
か
増
し
て
。
む
り
く
せ
つ
に
切
た
ひ
の

だ
な
。　　
　
　

（「
芳
深
交
話
」〈
江
戸
〉
大
成
九
巻
二
九
九
頁
）

⑭�

此
度
南
客
丈
第
一
は
ん
め
芝
幸
の
役
に
て
座
敷
の
と
り
ま
は
し
す

へ
て
お
と
な
し
み
の
し
う
ち
こ
ま
か
い
と
こ
ろ
が
み
へ
ま
す

（「
花
折
紙
」〈
江
戸
〉
大
成
二
二
巻
一
五
九
頁
）

⑮�

常た
ゞ

の
老お
や
ぢ奴

と
い
う
事
を
嫌
ひ
女
は
雑ざ
う

談た
ん

に
凝
り
て
男
の
肝
を
は
か

れ
ば
男
却
て
や
さ
し
み
を
含
み

（「
粋
行
弁
」〈
上
方
〉
大
成
補
巻
一
六
四
頁
）

⑯�

う
こ
う
イ
ヤ
〳
〵
是
を
幕
に
雷ら
い

子し

が
景
物
と
せ
う
の
ち
八
コ
リ

ヤ
旦
那
大
あ
た
ら
し
み
と
み
へ
ま
す
る　

（「
当
世
嘘
の
川
」〈
上
方
〉
大
成
二
三
巻
六
二
頁
）

　

こ
れ
ら
は
「
さ
」
で
表
す
こ
と
も
で
き
そ
う
な
例
も
あ
る
が
、
さ

ら
に
そ
の
も
の
の
持
つ
実
質
的
な
性
質
、
状
態
を
抽
出
し
て
提
示
し

た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、「
み
」
に
よ
っ
て
「
趣
き
」
を
表
現
し

よ
う
と
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
用
例
が
少
な
く
、
現

代
語
に
定
着
し
て
い
る
も
の
は
、「
う
ま
み
」「
お
か
し
み
」「
お
も

し
ろ
み
」
な
ど
、
す
で
に
こ
の
期
に
用
例
の
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の

み
で
あ
る
。

　
　
　

五　

近
代
の
「
み
」

　

近
代
の
例
は
、『
作
家
用
語
索
引
』（
教
育
社
）
を
用
い
て
、
夏
目

漱
石
、
森
鷗
外
、
芥
川
龍
之
介
、
太
宰
治
、
志
賀
直
哉
の
用
例
を
検

索
し
た
。「
―
み
」
の
用
例
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。「
み
」
が
「
味
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
一
覧
に
は
和
語
に
つ
く
も
の

は
「
み
」
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。

〈
漱
石
〉�

あ
お
み
（
青
・
蒼
）
９　

あ
た
た
か
み
（
温
・
暖
）
15　

新
し
み
３　

厚
み
１　

甘
み
１　

あ
り
が
た
み
４　

お
か

し
み
２　

お
そ
ろ
し
み
１　

お
も
し
ろ
み
７　

重
み
19　

臭
み
１　

黒
み
１　

さ
び
し
み
（
さ
み
し
み
）
７　

凄
み

１　

強
み
４　

懐
か
し
み
４　

苦
み
３　

丸
み
３　

優
し

み
１　

弱
み
９　

〈
鷗
外
〉�

青
み
３　

赤
み
１　

あ
た
た
か
み
（
温
・
暖
）
２　

新
し

み
１　

甘
み
１　

あ
り
が
た
み
１　

重
み
３　

黄
い
ろ
み

１　

渋
み
１　

凄
み
２　

強
み
３　

苦
み
２　

深
み
１　
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や
わ
ら
か
み
１　

弱
み
２

〈
芥
川
〉
赤
み
１　

重
み
２　

深
み
１　

弱
み
２

〈
太
宰
〉
重
み
１　

強
み
１　

苦
み
１　

弱
み
２

〈
志
賀
〉�

青
み
４　

赤
み
１　

温
か
み
２　

厚
み
３　

お
か
し
み
１�

お
も
し
ろ
み
１　

重
み
６　

臭
み
１　

黒
み
１　

丸
み
２�

愛
嬌
味
１　

芸
術
味
１

　

こ
の
中
で
は
夏
目
漱
石
の
作
品
に「
―
み
」の
例
が
目
立
つ
の
で
、

近
代
に
「
―
み
」
を
多
用
し
た
作
家
と
し
て
漱
石
の
例
を
見
る
こ
と

に
す
る
。『
作
家
用
語
索
引
』
は
底
本
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
用

例
は
『
漱
石
全
集
』（
岩
波
書
店
）
で
確
認
し
て
掲
出
す
る
。

　

漱
石
に
は
、「
み
」
を
「
味
」
で
表
記
す
る
も
の
が
多
い
。「
可な

つ

懐か
し

味
」「
恐
ろ
し
味
」「
重
味
」「
丸
味
」「
新
し
味
」「
温
か
味
」
の
例

も
あ
り
、「
み
」
を
接
辞
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（

4
（

。

⑰�

此
顔
か
ら
受
け
る
僕
の
心
持
は
、
何
と
云
つ
て
可
い
か
殆
ん
ど
分

ら
な
い
が
、
永
久
に
相
手
を
諦
ら
め
て
仕
舞
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
絶
望
に
、
あ
る
凄
味
と
優
し
味
を
付
け
加
へ
た
特
殊
の
表
情
で

あ
つ
た
。　　
　
　
　
　
　
（「
彼
岸
過
迄
」
全
集
七
巻
三
一
五
頁
）

　
「
凄
味
」
は
一
語
と
し
て
熟
し
た
語
で
も
あ
り
、「
凄
さ
」
と
は
置

き
換
え
で
き
な
い
。「
優
し
味
」
は
、「
優
し
さ
」
と
す
る
こ
と
も
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
み
」
の
形
を
と
る
こ
と
で
、
よ
り
「
優

し
さ
の
実
質
」
を
示
そ
う
と
す
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

　

漱
石
で
は
、
特
に
感
情
を
表
す
「
―
み
」
の
例
が
多
い
。「
み
」

で
表
現
さ
れ
る
も
の
は
主
観
的
と
さ
れ
る
が
、小
出（
二
〇
〇
〇
）は
、

「
み
」
は
対
象
の
内
部
に
あ
る
も
の
を
表
す
も
の
で
、
感
情
形
容
詞

の
場
合
、
現
代
語
で
は
「
あ
り
が
た
み
」「
お
も
し
ろ
み
」「
お
か
し

み
」「
悲
し
み
」
の
よ
う
に
対
象
の
持
っ
て
い
る
性
質
を
表
す
語
に

「
み
」が
つ
き
、「
う
ら
や
ま
し
い
」「
な
つ
か
し
い
」「
う
れ
し
い
」「
こ

わ
い
」
な
ど
主
体
の
側
に
あ
る
感
情
の
場
合
に
は
つ
か
な
い
、
と
す

る
。

　

漱
石
に
は
「
な
つ
か
し
み
」「
お
そ
ろ
し
み
」「
さ
び
し
み
」「
あ

り
が
た
み
」
と
い
う
例
が
あ
る
。
漱
石
の
、
感
情
形
容
詞
と
「
み
」

の
結
合
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
作
品
中
「
さ
」

「
み
」
両
方
の
形
の
見
ら
れ
る
も
の
を
比
較
し
て
み
た
い
。
漱
石
の

感
情
形
容
詞
に
つ
く
「
み
」
の
例
の
う
ち
、
現
代
語
と
し
て
は
一
般

的
と
い
え
な
い
「
さ
び
し
み
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
さ
び
し
さ
」

に
注
目
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
検
討
す
る
。「
さ
び
し
さ
（
さ
み

し
さ
・
さ
む
し
さ
）」
は
十
二
例
、「
さ
び
し
み
（
さ
み
し
み
）」
は

七
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に
「
物
さ
び
し
さ
」
も
一
例
あ
る
。
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ま
ず
、「
さ
び
し
い
」と
い
う
感
情
が
、主
体
の
側
に
あ
る
も
の
か
、

対
象
が
感
じ
て
い
る
も
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
て
み
る
。

⑱�

其そ

所こ

で
別
れ
る
時
、
彼
女
は
幌
の
中
か
ら
、
前
に
行
く
人
達
に
声

を
掛
け
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
向
ふ
へ
通
じ
た
か
通
じ
な
い
か
分

ら
な
い
う
ち
に
、
彼
女
の
俥
は
も
う
電
車
通
り
を
横
に
切
れ
て
ゐ

た
。
し
ん
と
し
た
小
路
の
中
で
、
急
に
一
種
の
淋さ

み

し
さ
が
彼
女
の

胸
を
打
つ
た
。　　
　
　
　
　
（「
明
暗
」
全
集
一
一
巻
一
八
七
頁
）

　

⑱
は
主
体
が
実
際
に
感
じ
た
「
淋
し
い
気
持
ち
」
を
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
八
例
あ
る
。

⑲�

「
お
れ
は
御
前
の
叔
父
だ
よ
。
何
処
の
国
に
甥
を
憎
む
叔
父
が
あ

る
か
い
」
市
蔵
は
此
言
葉
を
聞
く
や
否
や
忽
ち
薄
い
唇
を
反
ら
し

て
淋
し
く
笑
つ
た
。
僕
は
其
淋さ

み

し
み
の
裏
に
、
奥
深
い
侮
蔑
の
色

を
透
し
見
た
。　　
　
　
　
（「
彼
岸
過
迄
」
全
集
七
巻
三
一
六
頁
）

　

⑲
の
「
淋
し
み
」
は
、『
作
家
用
語
索
引
』
で
は
「
淋
し
さ
」
と
な
っ

て
い
た
が
、『
漱
石
全
集
』
の
本
文
に
拠
っ
て
、「
淋
し
み
」
の
例
と

し
て
お
く
。
こ
れ
は
「
淋
し
い
」
の
は
主
体
で
あ
る
「
僕
」
で
は
な

い
。「
淋
し
み
」
と
す
る
こ
と
で
、
対
象
の
感
じ
て
い
る
「
淋
し
さ
」

を
客
観
的
に
感
じ
と
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、

二
例
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
に
、
対
象
の
感
じ
て
い
る

淋
し
い
感
情
を
「
淋
し
さ
」
で
表
す
も
の
も
二
例
も
あ
る
。

⑳�

何
時
で
も
斯
ん
な
に
遅
い
の
か
と
尋
ね
た
ら
、
笑
ひ
な
が
ら
、
ま

あ
左
ん
な
所
で
せ
う
と
答
へ
た
。
代
助
は
其
笑わ

ら
ひ

の
中
に
一
種
の

淋さ
み

し
さ
を
認
め
て
、
眼
を
正
し
て
、
三
千
代
の
顔
を
凝じ
つ

と
見
た
。

（「
そ
れ
か
ら
」
全
集
六
巻
二
〇
五
頁
）

　

ま
た
次
の
例
の
よ
う
に
、「
淋
し
さ
」
は
淋
し
げ
な
情
景
を
描
写

す
る
の
に
も
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
（
二
例
）、「
淋
し
み
」
は
、
抽

象
的
な
観
念
と
し
て
、
淋
し
い
と
い
う
感
情
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は

そ
の
淋
し
さ
の
内
実
を
表
現
す
る
（
五
例
）。

㉑�

唐
代
の
衣
冠
に
、
蹣
跚
の
履く
つ

を
危
う
く
踏
ん
で
、
だ
ら
し
な
く
腕

に
巻
き
つ
け
た
長
い
袖
を
、
童
子
の
肩
に
凭
し
た
酔
態
は
、
こ
の

家
の
淋
し
さ
に
似
ず
、
春は

る

王わ
う

の
四
月
に
叶
ふ
楽
天
家
で
あ
る
。

（「
虞
美
人
草
」
全
集
四
巻
二
九
一
頁
）

㉒�

私
は
今
よ
り
一
層
淋
し
い
未
来
の
私
を
我
慢
す
る
代
り
に
、
淋
し

い
今
の
私
を
我
慢
し
た
い
の
で
す
。
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充

ち
た
現
代
に
生
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み
ん
な
此
淋
し
み

を
味
は
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
せ
う
。

（「
こ
こ
ろ
」
全
集
九
巻
四
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、「
淋
し
さ
」
は
「
淋
し
さ
を
感
じ
た
」
の
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よ
う
に
主
体
が
実
際
に
感
じ
る
も
の
、
ま
た
は
「
淋
し
い
様
子
」
を

表
す
も
の
で
あ
り
、「
淋
し
み
」
は
客
体
の
中
に
「
淋
し
い
」
と
い

う
感
情
を
第
三
者
が
感
じ
取
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
「
淋
し
さ
」
よ

り
も
抽
象
化
さ
れ
た
、「
淋
し
い
」
と
い
う
感
情
、
観
念
そ
の
も
の

を
凝
縮
し
て
提
示
し
た
も
の
、
と
あ
る
程
度
整
理
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
明
確
な
使
い
分
け
を
示
そ
う
と
す
る
と
恣
意
的

な
解
釈
と
な
る
惧
れ
が
あ
る
。
古
賀
（
一
九
八
九
）
で
〈
時
代
に
よ
っ

て
又
は
個
人
の
好
み
、
意
図
で
敢
え
て
「
み
」
を
使
う
語
感
へ
の
「
こ

だ
わ
り
」
も
存
在
す
る
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
淋
し
さ
」

と
「
淋
し
み
」、
あ
る
い
は
「
―
さ
」
と
「
―
み
」
の
使
用
は
、
作

家
の
個
人
的
な
感
覚
や
意
図
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。「
淋
し
み
」
は
、
調
査
対
象
と
し
な
か
っ
た
他
の

近
代
の
作
家
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
定
着
し
な
か
っ
た
の

は
、
こ
の
「
―
み
」
が
、
明
確
な
意
味
領
域
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
感
情
形
容
詞
に
は
つ
き
に
く
い
、
と
も
い
え

る
。

　

こ
の
よ
う
に
漱
石
に
「
み
」
の
用
例
が
目
立
ち
、
鷗
外
に
も
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
が
、
太
宰
、
芥
川
の
作
品
で
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
造

語
力
が
弱
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
同
時
に
作
家
に
よ
る
偏
り
も
あ

る
と
推
測
さ
れ
、
漱
石
は
好
ん
で
「
み
」
を
使
用
し
た
と
い
う
こ
と

は
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

名
詞
を
作
る
接
尾
辞
と
し
て
は
す
で
に
「
さ
」
が
あ
る
が
、
盛
ん

な
造
語
力
を
有
す
る
「
さ
」
に
よ
ら
ず
接
尾
辞
「
み
」
が
必
要
と
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
さ
」
で
は
表
現
で
き
な
い
意
味
が
そ
こ
に

求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、

あ
る
状
態
、
性
質
の
実
質
を
「
み
」
で
提
示
し
、
そ
こ
に
「
さ
」
で

は
表
現
で
き
な
い
何
ら
か
の
「
趣
き
」
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

こ
の
ほ
か
「
―
味
」
の
形
を
と
る
漢
語
と
し
て
、
鷗
外
に
は
「
快

味
」、
漱
石
に
は
「
艶
味
」「
雅
味
」「
苦
味
」「
詩
味
」「
臭
味
」「
情

味
」「
俳
味
」「
妙
味
」「
涼
味
」
の
例
が
あ
る
。「
味
」
の
接
す
る
の

が
独
立
性
の
高
い
語
の
場
合
は
、
接
尾
辞
の
つ
い
た
例
と
し
て
よ
い

と
思
う
が
、
こ
れ
ら
は
一
概
に
接
尾
辞
の
例
と
は
い
え
な
い
。
志
賀

直
哉
に
は
ま
た
「
―
み
」
の
例
が
や
や
多
く
、「
愛
嬌
味
」「
芸
術
味
」

と
、
漢
語
熟
語
に
「
味
」
の
結
合
し
た
語
も
見
ら
れ
た（

5
（

。
こ
れ
は
名

詞
に
結
合
す
る
例
で
も
あ
り
、
漢
語
の
名
詞
や
形
容
動
詞
に
つ
く
例

は
、
調
査
範
囲
を
広
げ
れ
ば
更
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
味
」
で
表
記
さ
れ
る
場
合
は
特
に
「
味
わ
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い
」「
趣
き
」
と
い
っ
た
意
味
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
漱
石
に
多
い
「
和

語
＋
味
」
の
例
も
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
現
代
語

で
は
和
語
に「
―
味
」と
表
記
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、「
和
語
＋
み
」

の
場
合
、「
味
わ
い
」「
趣
き
」
と
い
っ
た
価
値
が
現
代
語
で
は
薄
れ

た
と
い
え
、
そ
の
こ
と
が
造
語
力
の
衰
退
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
　
　

六　

結
―
「
み
」
の
造
語
力
の
衰
退

　

形
容
詞
語
幹
等
に
結
合
し
て
名
詞
化
す
る
接
尾
辞
「
み
」
の
近
世

近
代
の
例
を
見
て
き
た
。
接
尾
辞
は
、
結
合
力
の
変
化
と
と
も
に
、

接
尾
辞
自
体
の
意
味
の
変
化
も
認
め
ら
れ
る
。「
み
」は
、古
代
語
の
、

限
ら
れ
た
形
容
詞
に
つ
い
て
「
そ
の
よ
う
な
状
態
の
場
所
」
を
表
す

の
を
原
義
と
し
、「
そ
の
よ
う
な
部
分
、
点
」
を
表
す
も
の
と
し
て

抽
象
化
さ
れ
た
結
果
、
対
象
の
内
部
に
あ
る
性
質
の
実
質
を
引
き
出

し
て
提
示
す
る
と
い
う
働
き
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
ら

れ
る
。
さ
ら
に
「
味
」
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
「
趣
き
」
の
意
が

添
え
ら
れ
、
結
合
も
広
が
り
を
見
せ
た
も
の
の
、
現
代
語
で
は
再
び

固
定
し
た
結
合
の
み
に
収
束
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
「
み
」
の
造
語
力
が
衰
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、「
さ
」
と
の

関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
み
」
が
結
合
の
幅
を
広
げ
る
と
、
類
似

し
た
働
き
を
持
つ
「
さ
」
の
領
域
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
見
た
よ
う
に
、「
さ
」
と
「
み
」
と
で
表
現
価
値
が
異
な
る
と
し

て
も
、
作
家
に
よ
っ
て
意
図
的
に
「
―
み
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は

あ
る
が
、
多
分
に
個
人
的
な
好
み
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。「
み
」
は
「
さ
」
と
の
差
別
化
の
た
め
、
散
発
的
に
見
ら

れ
る
語
例
も
定
着
す
る
こ
と
が
な
く
、
限
ら
れ
た
、
一
語
と
し
て
固

定
化
し
た
も
の
だ
け
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
み
」
が
「
味
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代

語
で
は
「
味
」
は
漢
語
と
の
結
合
に
偏
り
、
そ
こ
に
「
趣
き
」「
味

わ
い
」
の
意
が
意
識
さ
れ
る
が
、
和
語
の
場
合
は
そ
の
限
り
で
は
な

い
。そ
の
こ
と
も
衰
退
の
一
因
で
あ
ろ
う
。現
代
語
の「
み
」と「
味
」

を
同
じ
接
尾
辞
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
か
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
漢

語
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
近
世
近
代
に
見
ら
れ
る
語
を
中
心
に
見
た
が
、
現
代
語

に
見
ら
れ
な
い
語
と
と
も
に
、
現
代
語
に
も
変
わ
ら
ず
使
用
さ
れ
る

語
も
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
み
」
の
基
本
的
な
性

質
自
体
は
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

以
上
、
近
世
近
代
の
例
を
通
し
て
「
み
」
の
史
的
変
遷
の
一
端
を
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観
察
し
た
。

注（
1�

）
例
え
ば
「
い
と
お
し
み
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
で

は
〈
形
容
詞
「
い
と
お
し
い
」
の
語
幹
に
接
尾
語
「
み
」
の
つ
い
た

も
の
〉
と
し
、
源
氏
物
語
若
菜
下
「
女
君
、
消
え
残
り
た
る
い
と
お

し
み
に
渡
り
給
ひ
て
、
人
や
り
な
ら
ず
心
苦
し
う
思
ひ
や
り
聞
え
給

ふ
に
や
、
と
思
し
て
」
が
初
出
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
方

『
古
語
大
鑑
』
で
は
〈
動
詞
「
い
と
お
し
む
」
の
連
用
形
の
名
詞
化
形
〉

と
し
、
同
じ
用
例
を
引
く
。

（
2�

）
小
出
（
二
〇
〇
〇
）、
黄
（
二
〇
〇
四
）
で
は
、
接
尾
辞
「
み
」

と
ミ
語
法
の
「
み
」
の
連
続
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
3�

）
近
松
以
外
の
浄
瑠
璃
に
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
た
。「
み
」

が
か
な
り
自
由
な
結
合
を
し
て
い
る
例
と
い
え
る
が
、
あ
る
い
は
ミ

語
法
の
影
響
も
あ
る
か
。

　
　

�

帝
様
さ
へ
も
の
事
が
自
由
に
な
ら
い
で
。
成
忠
様
と
諸
共
に
押
込
ら

れ
て
ご
ざ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
な
た
か
ら
見
て
は
こ
ち
ら
が
術
な
み

は
何
で
も
な
い
。（「
源
平
布
引
瀧
」
日
本
古
典
文
学
大
系
『
浄
瑠
璃

集
下
』
一
〇
〇
頁
）

（
4�

）『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』「
み
〘
接
尾
〙
」
の
項
の
補
注
に
〈
漢

語
の
「
味
」
と
混
同
し
て
意
識
さ
れ
、「
味
」
を
あ
て
字
と
し
て
用

い
る
こ
と
も
、
近
代
に
は
多
い
〉
と
あ
る
。

（
5�

）『
作
家
用
語
索
引
』
の
「
語
構
成
に
よ
る
見
出
し
対
照
表
」
は
、

語
末
の
構
成
要
素
か
ら
見
出
し
語
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

り
、「
み
」
の
つ
い
た
語
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
動
詞

か
ら
の
連
用
形
名
詞
と
、「
快
味
」「
詩
味
」
の
よ
う
な
「
漢
字
一
字

＋
味
」
の
例
は
拾
え
な
い
。「
愛
嬌
味
」「
芸
術
味
」
は
拾
え
る
。
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〉
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