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キ
ー
ワ
ー
ド�

：
助
動
詞
「
ら
む
」、「
旧
読
」、「
新
読
」、
松
尾
捨
治
郎
、
学
説
批

判
史

　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　
　
　

桜
の
花
の
ち
る
を
よ
め
る�

　
　

き
の
と
も
の
り

　
　

�

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら

む
（「
新
編
国
歌
大
観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　

第
一
巻　

勅
撰
集
編　

歌
集
』〈
角
川
書
店
、昭
和
五
八
年
二
月
〉

一
二
頁
）

　

右
の
歌
を
人
口
に
膾
炙
し
た
例
と
す
る
助
動
詞
「
ら
む
」
の
一
種

の
語
法
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
研
究
史
に

お
け
る
大
き
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法

　

　「
さ
れ
ば
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
れ
ば
」

	
　
　
―
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
を
め
ぐ
る
批
判
史
覚
書
―

色
川
　
大
輔

研
究
史
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
窺
え
る
も
の
で
あ
る
。

��

こ
の
語
法
を
め
ぐ
っ
て
、「
新
説
」
と
称
せ
ら
れ
る
語
法
説
が
一

時
期
論
議
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
語
法
説
は
、
そ

の
後
多
く
の
批
判
的
研
究
に
よ
り
乗
り
越
え
ら
れ
た
観
が
あ
る
。
そ

の
た
め
今
日
で
は
顧
み
る
も
の
も
稀
で
あ
る
が
、
助
動
詞
「
ら
む
」

に
係
る
過
去
の
研
究
史
を
振
り
返
る
と
目
に
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ

な
い
語
法
説
の
一
つ
で
あ
る
。

��

多
く
の
批
判
は
継
承
さ
れ
て
お
り
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
に

つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
そ
の
批
判
史
を
含
め
て
知
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
学
説
史
は
未
整
理
で
あ
る
。
助

動
詞「
ら
む
」に
つ
い
て
の
研
究
文
献
を
集
め
て
い
る
う
ち
、「
新
説
」

に
対
す
る
批
判
史
を
整
理
し
た
い
欲
求
に
駆
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
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の
取
っ
掛
か
り
と
し
て
、
解
釈
出
来
な
い
と
さ
れ
る
用
例
に
つ
い
て

集
め
、
ま
た
、
管
見
の
範
囲
の
先
行
研
究
に
見
え
る
問
題
点
を
ま
と

め
る
次
第
で
あ
る
。

二
、　
「
旧
説
」
の
概
要

��

「
旧
説
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
、
近
世
以
前
か
ら
存
在

す
る
伝
統
的
解
釈
説
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
説
を
語
法
説
に
位
置
づ
け

る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、「
新
説
」
を

も
含
む
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
学
説
史
の
大
き
な
主
題
の
一
つ
で

あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
大
体
を
、
ま
ず
北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』

と
有
賀
長
伯
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』
を
借
り
て
示
す
（
以
下
、
引
用
文

の
表
記
に
つ
い
て
は
、
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
◦
傍
線
等
飾
り
に

つ
い
て
は
、
文
中
特
に
断
ら
な
い
限
り
原
文
マ
マ
）。

北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』

　

�　

�

空
の
ひ
か
り
長
閑
な
る
春
の
日
に
何
と
て
し
つ
か
な
る
心
も
な

く
ち
る
ら
ん
と
い
へ
り
（『
北
村
季
吟
古
注
釈
集
成
25　

八
代

集
抄
一　

古
今
集
上
』〈
新
典
社
、
昭
和
五
四
年
四
月
〉

一
五
二
頁
頭
書
。
傍
線
は
引
用
者
）

有
賀
長
伯
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』

　
　

�

是
ハ
春
日
と
い
ふ
下
へ
な
に
と
て
と
入
て
聞
こ
と
ふ
か
き
口
伝

也
（
根
来
司
解
説
『
姉
小
路
式
・
歌
道
秘
蔵
録
・
春
樹
顕
秘
抄
・

春
樹
顕
秘
増
抄
』〈
勉
誠
社
、昭
和
五
二
年
一
二
月
〉一
六
八
頁
・

一
六
九
頁
。
傍
線
は
引
用
者
）

文
中
に
存
在
し
な
い
「
何
と
て
」
と
い
う
疑
問
副
詞
を
伴
う
表
現
を

補
っ
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
解
釈
説
と
極
め
て
近
接
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
て
に
を
は
研
究
書
で
あ
る
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』
に

見
え
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
。

　

こ
の
解
釈
説
が
助
動
詞
「
ら
む
」
終
止
の
文
と
し
て
は
解
釈
に
難

渋
す
る
文
を
対
象
と
し
て
主
張
さ
れ
、
そ
の
解
釈
説
を
語
法
説
上
に

位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
語
法
説

と
呼
ぶ
に
は
解
釈
説
の
色
彩
が
濃
い
。「
新
説
」
も
ま
た
そ
の
批
判

説
も
同
様
の
色
彩
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
後
に
見
る
よ
う
に

解
釈
文
法
の
大
立
者
で
あ
る
佐
伯
梅
友
が
再
三
に
わ
た
り
こ
の
語
法

に
つ
い
て
論
述
し
、「
新
説
」
批
判
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
解
釈

説
の
色
彩
が
濃
い
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。

三
、　
「
新
説
」
の
概
要
―
松
尾
捨
治
郎
説
を
例
と
し
て
―

　

本
稿
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
新
説
」
は
、
研
究
史
上
実
際
に
「
新
説
」
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と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
国
語
学
史
に
お
い
て

形
成
さ
れ
た
語
法
説
で
あ
り
、主
張
し
た
人
物
と
し
て
、三
矢
重
松
・

松
尾
捨
治
郎
・
時
枝
誠
記
・
築
島
裕
が
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

各
々
に
解
説
の
話
法
や
用
語
法
に
相
違
が
あ
り
、ま
た
、同
一
の「
新

説
」を
唱
え
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
の
あ
り
う
る
人
物
も
い
る
。

本
稿
で
は
「
新
説
」
の
理
論
主
張
を
し
た
も
の
と
し
て
多
く
批
判
の

俎
上
に
上
が
り
、
大
方
が
認
め
る
で
あ
ろ
う
人
物
と
し
て
松
尾
捨
治

郎
の
所
説
を
以
て
代
表
さ
せ
、
掲
出
す
る
こ
と
と
す
る
。
松
尾
捨
治

郎
が
「
新
説
」
主
張
の
代
表
的
人
物
で
あ
る
か
否
か
の
議
論
も
必
要

で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

　

松
尾
捨
治
郎
の
主
張
し
た
「
新
説
」
は
、『
国
語
法
論
攷
』
お
よ

び
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
の
二
著
の
中

に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

松
尾
捨
治
郎
『
国
語
法
論
攷
』（
文
学
社
、
昭
和
一
一
年
九
月
。

本
稿
で
は
白
帝
社
刊
昭
和
三
六
年
一
月
追
補
版
を
使
用
し
た
）
に
見

え
る
の
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　
　

詞
の
玉
緖
に
は

　
　
　
　

�

時
鳥
我
と
は
な
し
に
う
の
花
の
う
き
世
の
中
に
な
き
わ
た

る
ら
む
。

　
　
　
　

�

わ
か
れ
て
ふ
こ
と
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に
心
に
し
み
て
わ

び
し
か
る
ら
む
。

　
　
　
　

�　

�

心
ざ
し
深
く
そ
め
て
し
折
り
け
れ
ば
消
え
あ
へ
ぬ
雪
の

花
と
見
ゆ
ら
む
。

　
　

�　

及
び
「
久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
」
の
例
歌
等
を
特
異

な
者
と
見
て
、「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
む
」
と
説
い
て
居
る
が
、

此
も
疑
問
の
語
が
無
い
の
を
怪
し
ん
だ
の
で
、
矢
張
姉
小
路
流

に
、
ら
む
は
疑
問
文
に
用
ゐ
ら
れ
る
の
が
本
体
だ
と
考
へ
た
か

ら
の
説
で
あ
る
。
し
か
し　

な
に
と
て　

な
ど　

さ
ら
ず
は
な

ど　

等
を
省
く
と
い
ふ
説
の
、
肯
定
し
難
い
こ
と
は
勿
論
、
ら

む
を
か
な
の
意
に
見
る
の
も
首
肯
出
来
な
い
、
此
は
ら
む
の
上

の
動
詞
の
表
す
事
実　

花
の
散
る　

鳴
き
わ
た
る　

等
が
明
か

に
分
つ
て
居
る
の
に
、
何
故
に
ら
む
を
用
ゐ
た
か
に
迷
は
さ
れ

た
の
で
あ
つ
て
、
此
等
の
用
例
に
は
、
ら
む
の
つ
い
た
動
詞
の

表
す
事
実
以
外
に
、
別
に
不
明
な
事
が
存
在
す
る
の
を
忘
れ
て

の
解
説
で
あ
る
。（
七
一
〇
頁
）

　
　

�　
�　

上
欄
の
事
実
は
明
か
で
あ
つ
て
、
下
欄
の
事
を
疑
つ
た
の

で
あ
る
が
、
其
の
表
現
手
段
と
し
て
は
、
富
士
谷
流
の
所
謂

情
の
緩
急
に
よ
る
転
置
や
和
歌
音
数
の
制
限
等
の
為
に
、
上
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欄
の
語
に
ら
む
を
附
け
た
の
で
あ
る
。（
七
一
一
頁
）

　

原
著
の
図
示
の
再
現
が
出
来
な
い
が
、「
上
欄
」
は
「
花
の
散
る
」、

「
下
欄
」
は
「
し
づ
心
な
く
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

松
尾
捨
治
郎
『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』

（
文
学
社
、
昭
和
一
八
年
二
月
）
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

�　

�

説
明
体
の
ら
む
が
其
の
想
像
焦
点
を
附
属
句
の
方
に
移
動
さ
せ

る
此
の
用
法
が
、
ら
む
の
機
能
発
揮
の
極
致
で
あ
る
。
か
う
い

ふ
用
法
は
何
時
頃
か
ら
か
と
い
ふ
に
、
早
く
万
葉
集
に
次
の
三

例
を
認
め
る
。

　
　
　

�　

�

桜さ
く
ら

花ば
な　

時と
き

有は

雖す
ぎ

不ね

過ど　
「
見み
る

人ひ
と

之の　

恋こ
ひ
の

盛さ
か
り

常と

」　

今い
ま

之し

将ち
る

落ら
む

（
万
葉
一
八
五
五
）　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
82

　
　
　
　

�「
東よ
こ

細ぐ
も

布の　

従そ
ら

空よ

延ひ
き

越こ
し　

遠と
ほ

見み

社こ
そ

」　

目め

言こ
と

疎か
る

良ら

米め　

絶た
ゆ

跡と

間へ
だ
つ

也や

（
同
二
六
四
七
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
83

　
　
　
　

�「
母
毛
豆
思
麻　

安
之
我
良
乎
夫
禰　

安
流
吉
於
保
美
」　

目
許
曽
可
流
良
米　

己
許
呂
波
毛
倍
杼
（
同
三
三
六
七
）

　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
84

　
　

�

此
等
は
、
桜
花
散
る　

目
言
か
る　

目
か
る　

等
の
事
実
は
、

明
か
で
あ
つ
て
、
唯
其
の
原
因
た
る
「　
　

」
内
が
不
明
な
の

を
、
疑
惑
的
に
想
像
し
た
の
で
あ
る
が
、
疑
問
体
で
は
な
い
。

（
一
八
六
頁
・
一
八
七
頁
）

　
　
　

��

説
明
体
の
（
乙
）（
四
）
は
、
万
葉
に
は
、
前
掲
の
82�

83

　
　

84
の
三
首
に
す
ぎ
な
い
が
、
古
今
に
は
次
の
十
三
首
あ
る
。
何

　
　

れ
も
「　

」
が
不
明
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

�「
心
ざ
し　

深
く
染
め
て
し　

を
り
け
れ
ば
」
消
え
あ
へ

ぬ
雪
の　

花
と
見
ゆ
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
87

　
　

�　
　

�

久
方
の　

光
の
ど
け
き　

春
の
日
に
「
静
心
な
く
」
花
の

散
る
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
34
再
出

　
　
　
　

�「
時
鳥　

我
と
は
な
し
に
」
う
の
花
の　

う
き
世
の
中
に

　

な
き
渡
る
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
88

　
　
　
　

�「
秋
萩
に　

う
ら
び
れ
を
れ
ば
」
足
引
の　

山
下
と
よ
み

　

鹿
の
な
く
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
89

　
　
　
　

�「
吹
く
か
ら
に　

秋
の
草
木
の　

し
を
る
れ
ば
」　

う
べ
山

風
を　

嵐
と
い
ふ
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
90

　
　
　
　

�「
秋
の
露　

色
々
こ
と
に　

置
け
ば
こ
そ
」　

山
の
木
の
葉

の　

千
草
な
る
ら
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
91

　
　
　
　

�「
龍
田
姫　

手
向
く
る
神
の　

あ
れ
ば
こ
そ
」　

秋
の
木
の

葉
の　

幣
と
ち
る
ら
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
92

　
　
　

○��
「
わ
か
れ
て
ふ　

事
は
色
に
も　

あ
ら
な
く
に　

心
に
し
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み
て
」
わ
び
し
か
る
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
93

　
　
　
　

�「
心
か
ら　

花
の
し
づ
く
に　

そ
ぼ
ち
つ
ゝ
」　

う
ぐ
ひ
す

と
の
み　

鳥
の
鳴
く
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
94

　
　
　

○��

「
あ
さ
み
こ
そ
」　

袖
は
ひ
づ
ら
め　
「
涙
川
」　

身
さ
へ
流

る
と　

聞
か
ば
頼
ま
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
95

　
　
　

○�

「
故
郷
に　

あ
ら
ぬ
も
の
か
ら　

我
が
為
に
」　

人
の
心
の

あ
れ
て　

見
ゆ
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
96

　
　
　
　

��「
う
き
目
の
み　

生
ひ
て
流
る
　ゝ

浦
な
れ
ば
」
か
り
に

の
み
こ
そ　

あ
ま
は
よ
る
ら
め
…
…
…
…
…
…
…
…
…
97

　
　
　
　

�「
我
身
か
ら　

う
き
世
の
中
と　

嘆
き
つ
ゝ
」　

人
の
為
さ

へ　

悲
し
か
る
ら
む
。

（
マ
マ
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
98

　
　

�

右
の
中
○
印
三
例
は
、
想
像
焦
点
が
句
に
移
つ
た
か
を
疑
ふ
人

も
あ
ら
う
が
、「
事
が
心
に
し
み
て
の
故
な
ら
む
」「
涙
川
が
浅

き
故
な
ら
む
」「
斯
く
荒
れ
た
る
如
く
見
ゆ
る
は
、
我
が
為
に

人
の
心
の
流
れ
た
る
故
な
ら
む
」
と
解
し
て
、
決
し
て
妥
当
を

欠
き
は
し
な
い
。（
一
八
八
頁
）

助
動
詞
「
ら
む
」
の
上
接
動
詞
が
述
語
と
な
る
句
が
推
量
対
象
を
含

む
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
文
で
あ
っ
て
も
、
助
動
詞
「
ら
む
」
か
ら

隔
た
っ
た
文
中
の
条
件
句
な
ど
の
部
分
を
そ
の
推
量
の
対
象
と
す
る

機
能
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
の
把
握
と

し
て
、
大
方
の
了
解
を
得
て
い
る
と
思
う
。

��

「
新
説
」
と
は
、
な
お
か
つ
、
こ
の
語
法
に
よ
り
、
同
一
文
中
に

推
量
対
象
を
持
た
な
い
助
動
詞
「
ら
む
」
は
存
在
し
な
い
と
認
め
る

こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
語
法
説
な
い
し
は
解
釈
説
で
あ
る
と
捉
え

る
の
が
一
般
的
な
把
握
の
仕
方
の
よ
う
で
あ
る
。

四
、　
「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
と
さ
れ
る
用
例

��

こ
こ
で
は
、「
新
説
」
で
は
解
釈
出
来
な
い
と
さ
れ
る
用
例
を
整

理
し
て
み
た
。
本
文
は
、
勅
撰
和
歌
集
に
つ
い
て
は
「
新
編
国
歌
大

観
」
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観　

第
二
巻　

勅
撰
集
編　

歌

集
』（
角
川
書
店
、
昭
和
五
八
年
二
月
）
の
本
文
を
、
私
家
集
を
引

く
も
の
に
つ
い
て
は
原
論
文
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
掲
出
し
た
。
用
例

に
新
編
国
歌
大
観
番
号
の
み
を
付
し
て
い
る
も
の
は『
古
今
和
歌
集
』

の
用
例
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

論
考
が
挙
げ
て
お
り
、
論
考
間
で
同
じ
例
を
認
定
し
て
い
る
こ
と
が

多
い
こ
と
か
ら
、
以
下
に
一
括
し
て
用
例
本
文
を
挙
げ
、
各
論
考
見

出
し
の
中
で
は
、
新
編
国
歌
大
観
番
号
の
み
を
掲
げ
た
。

　
　

�

花
の
色
の
い
た
り
い
た
ら
ぬ
さ
と
は
あ
ら
じ
さ
け
る
さ
か
ざ
る
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花
の
見
ゆ
ら
む
（
九
三
番
）

　
　

��
わ
が
や
ど
に
さ
け
る
藤
波
た
ち
か
へ
り
す
ぎ
が
て
に
の
み
人
の

見
る
ら
む
（
一
二
〇
番
）

　
　

�

や
ど
り
せ
し
花
橘
も
か
れ
な
く
に
な
ど
ほ
と
と
ぎ
す
こ
ゑ
た
え

ぬ
ら
む
（
一
五
五
番
）

　
　

�

郭
公
我
と
は
な
し
に
卯
花
の
う
き
世
中
に
な
き
わ
た
る
ら
む

（
一
六
四
番
）

　
　

�

ゆ
き
ふ
り
て
人
も
か
よ
は
ぬ
み
ち
な
れ
や
あ
と
は
か
も
な
く
思

ひ
き
ゆ
ら
む
（
三
二
九
番
）

　
　

�

わ
か
れ
て
ふ
事
は
い
ろ
に
も
あ
ら
な
く
に
心
に
し
み
て
わ
び
し

か
る
ら
む
（
三
八
一
番
）

　
　

�

心
か
ら
花
の
し
づ
く
に
そ
ほ
ち
つ
つ
う
く
ひ
ず
と
の
み
鳥
の
な

く
ら
む
（
四
二
二
番
）

　
　

�

秋
風
に
か
き
な
す
こ
と
の
こ
ゑ
に
さ
へ
は
か
な
く
人
の
こ
ひ
し

か
る
ら
む
（
五
八
六
番
）

　
　

�

冬
河
の
う
へ
は
こ
ほ
れ
る
我
な
れ
や
し
た
に
な
が
れ
て
こ
ひ
わ

た
る
ら
む
（
五
九
一
番
）

　
　

�

か
ね
て
よ
り
風
に
さ
き
だ
つ
浪
な
れ
や
逢
ふ
事
な
き
に
ま
だ
き

立
つ
ら
む
（
六
二
七
番
）

　
　

�

し
る
と
い
へ
ば
枕
だ
に
せ
で
ね
し
も
の
を
ち
り
な
ら
ぬ
な
の
そ

ら
に
た
つ
ら
む
（
六
七
六
番
）

　
　

�

あ
ま
の
す
む
さ
と
の
し
る
べ
に
あ
ら
な
く
に
怨
み
む
と
の
み
人

の
い
ふ
ら
む
（
七
二
七
番
）

　
　

�

ふ
る
さ
と
に
あ
ら
ぬ
も
の
か
ら
わ
が
た
め
に
人
の
心
の
あ
れ
て

見
ゆ
ら
む
（
七
四
一
番
）

　
　

�

お
ほ
ぞ
ら
は
こ
ひ
し
き
人
の
か
た
み
か
は
物
思
ふ
ご
と
に
な
が

め
ら
る
ら
む
（
七
四
三
番
）

　
　

�

雲
も
な
く
な
ぎ
た
る
あ
さ
の
我
な
れ
や
い
と
は
れ
て
の
み
世
を

ば
へ
ぬ
ら
む
（
七
五
三
番
）

　
　

�

山
の
井
の
浅
き
心
も
お
も
は
ぬ
に
影
ば
か
り
の
み
人
の
見
ゆ
ら

む
（
七
六
四
番
）

　
　

�

秋
風
は
身
を
わ
け
て
し
も
ふ
か
な
く
に
人
の
心
の
そ
ら
に
な
る

ら
む
（
七
八
七
番
）

　
　

�

秋
の
田
の
い
ね
て
ふ
事
も
か
け
な
く
に
何
を
う
し
と
か
人
の
か

る
ら
む
（
八
〇
三
番
）

松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法
入
門
』（
研
究
社
出
版
、
昭

和
二
七
年
一
月
）

　

九
三
番
・
七
八
七
番



― 52―

馬
淵
一
夫
「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」（「
平
安
文
学
研
究
」
第

一
六
輯
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
）

　

九
三
番
・
七
八
七
番
（
松
尾
聡
説
を
引
く
）

佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
三
年
三
月
）

　

�

九
三
番
・
一
二
〇
番
・
一
五
五
番
・
一
六
四
番
・
三
二
九
番
・

三
八
一
番
・
四
二
二
番
・
五
八
六
番
・
五
九
一
番
・
六
二
七
番
・

六
七
六
番
・
七
二
七
番
・
七
四
一
番
・
七
四
三
番
・
七
五
三
番
・

七
六
四
番
・
七
八
七
番
・
八
〇
三
番

保
坂
弘
司
「『
ら
む
』
の
研
究
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

第
四
巻
第
二
号
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
）

���

松�

尾
聡
説
に
従
う
と
す
る

湯
沢
幸
吉
郎『
文
語
文
法
詳
説
』（
右
文
書
院
、昭
和
三
四
年
一
一
月
）

　

具
体
的
に
は
解
釈
出
来
な
い
例
を
認
定
し
て
い
な
い

佐
伯
梅
友
「
は
さ
み
こ
み
」（『
上
代
国
語
法
研
究
』〈
大
東
文
化
大

学
東
洋
研
究
所
、
昭
和
四
一
年
一
二
月
〉
所
収
）

　

�

九
三
番
・
三
二
九
番
・
三
八
一
番
・
五
九
一
番
・
六
二
七
番

七
二
七
番
・
七
四
三
番
・
七
五
三
番

阪
倉
篤
義
「
中
古
語
法
の
特
質
と
解
釈
上
の
問
題
点
」（「
国
文
学
―

―
解
釈
と
教
材
の
研
究
―
―
」
第
一
四
巻
第
七
号
、
昭
和
四
四
年
五

月
）
松
尾
聡
説
の
認
定
を
引
い
て
い
る

此
島
正
年『
国
語
助
動
詞
の
研
究
』（
桜
楓
社
、昭
和
四
八
年
一
〇
月
）

　

九
三
番
・
五
八
六
番
・
七
六
四
番

滝
沢
貞
夫
「
王
朝
和
歌
に
み
ら
れ
る
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」（
佐
伯

梅
友
博
士
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
刊
行
会
編
『
佐
伯
梅
友
博
士
喜
寿

記
念　

国
語
学
論
集
』〈
表
現
社
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
〉
所
収
）

　

九
三
番
・
七
八
七
番

　

�

わ
が
や
ど
は
は
り
ま
が
た
に
も
あ
ら
な
く
に
あ
か
し
も
は
て
で
人

の
ゆ
く
ら
ん
（『
拾
遺
和
歌
集
』
八
五
五
番
）

　

�

身
は
は
や
く
な
ら
の
都
に
な
り
に
し
を
こ
ひ
し
き
事
の
ふ
り
せ
ざ

る
ら
ん
（『
拾
遺
和
歌
集
』
八
六
一
番
）

　

�

さ
か
ざ
ら
む
物
と
は
な
し
に
さ
く
ら
花
お
も
か
げ
に
の
み
ま
だ
き

見
ゆ
ら
ん
（『
拾
遺
和
歌
集
』
一
〇
三
六
番
）

　

�

と
も
し
す
る
ほ
ぐ
し
の
松
も
き
え
な
く
に
と
山
の
雲
の
あ
け
わ
た

る
ら
ん
（『
千
載
和
歌
集
』
一
九
七
番
）

　
�

な
げ
き
こ
る
山
路
は
人
も
し
ら
な
く
に　

我
心
の
み
つ
ね
に
行
ら

ん
（
貫
之
集
・
五
五
五
a
）（
三
九
六
頁
）

　

�

わ
か
れ
て
ふ
こ
と
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に　

心
に
し
み
て
わ
び
し

か
る
ら
ん
（
貫
之
集
・
七
一
七
）（
三
九
六
頁
）
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�
人
め
だ
に
か
れ
は
れ
に
な
る
あ
さ
ぢ
ふ
に　

月
か
げ
の
み
そ
（
マ
マ
）す

み

て
み
ゆ
ら
む
（
大
斎
院
前
の
御
集
・
二
二
二
）（
三
九
六
頁
）

　

�

き
く
に
こ
そ
い
と
ゞ
惜
さ
は
増
り
け
れ　

み
る
人
な
し
に
花
の
ち

る
ら
ん
（
基
俊
集
・
一
二
）（
三
九
六
頁
）

吉
田
五
衛
「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
む
」（「
国
語
国
文
学
」
第
一
九
号
、

昭
和
五
一
年
五
月
）

　

�

九
三
番
・
七
二
七
番
（
小
沢
正
夫
校
注
『
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』
を
認
定
の
下
敷
き
に
す
る
）

坂
口
頼
孝
「「
ナ
ゼ
を
補
う<

ら
む>
」
私
見
」（「
国
学
院
雑
誌
」
第

七
八
巻
第
五
号
、
昭
和
五
二
年
五
月
）

　

九
三
番
・
七
八
七
番

種
友
明
「「
靜
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
の
類
歌
に
つ
い
て
」（『
浅

野
信
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
』〈
桜
楓
社
、昭
和
五
二
年
一
〇
月
〉

収
載
）

　

�

九
三
番
・
七
二
七
番
（
吉
田
氏
説
と
同
様
、
小
沢
正
夫
校
注
『
日

本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』
を
認
定
の
下
敷
き
に
す
る
）

今
井
正
「
疑
問
推
量
の
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」（「
宇
部
短
期
大
学
学

術
報
告
」
第
一
五
号
、
昭
和
五
四
年
一
月
）

　

�

九
三
番
・
七
二
七
番
（
吉
田
氏
・
種
氏
と
同
様
、
小
沢
正
夫
校
注

『
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』
を
認
定
の
下
敷
き
に
す

る
）

堀
口
和
吉
「「
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
考
」（「
山
邊
道
」
第

三
〇
号
、
昭
和
六
一
年
三
月
）

　

�

九
三
番
・
五
八
六
番
・
七
六
四
番
・
七
八
七
番
（
松
尾
聡
説
・
此

島
説
を
援
用
）

鈴
木
義
和「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」型
の
文
に
つ
い
て
」（
藤

岡
忠
美
編
『
古
今
和
歌
集
連
環
』
和
泉
書
院
、
平
成
元
年
五
月
）

　

�

九
三
番
・
七
二
七
番
（
松
尾
聡
説
を
援
用
。
他
、
吉
田
氏
・
種
氏
・

今
井
氏
の
説
を
援
用
）

山
田
潔
「「
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
」
考
」（「
国
学
院
雑
誌
」

第
九
四
巻
第
四
号
、
平
成
五
年
四
月
）

　

九
三
番
・
三
八
一
番
・
七
四
一
番
・
七
八
七
番

　
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
最
大
の
範
囲
の
認
定
を
行
っ
て
い
る
の
は
、

佐
伯
梅
友
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
を
除

く
歌
集
に
手
を
伸
ば
し
た
の
は
、
滝
沢
貞
夫
「
王
朝
和
歌
に
み
ら
れ

る
「
ら
む
」
に
つ
い
て
」
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
具
体
的
議
論
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
『
古
今
和
歌
集
』
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
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松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国
文
法
入
門
』
と
小
沢
正
夫
校
注

『
日
本
古
典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
昭
和
四
六
年
四

月
）
と
の
認
定
を
踏
襲
す
る
結
果
を
出
し
て
い
る
論
考
が
複
数
見
ら

れ
る
。
松
尾
聡
文
献
は
「
新
説
」
に
よ
っ
て
は
解
釈
が
困
難
な
例
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
文
献
と
し
て
は
管
見
の
範
囲
で
は
初
め
て
で

あ
る
こ
と
が
影
響
力
の
源
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
沢
氏
に
つ
い

て
は
、「
多
く
の
注
釈
書
の
中
で
小
沢
氏
は
一
等
「
な
ど
」
を
使
っ

て
訳
す
る
歌
が
少
な
い
」（
吉
田
五
衛「
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
む
」〈「
国

語
国
文
学
」
第
一
九
号
、
昭
和
五
一
年
五
月
〉
五
八
頁
）
と
指
摘
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
訳
文
が
語
法
学
史
上
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

五
、　
「
解
釈
が
困
難
な
例
が
あ
る
」
と
い
う
批
判
に
つ
い
て

��

「
解
釈
が
困
難
な
例
が
あ
る
」
と
い
う
批
判
に
対
し
、「
新
設
」
側

か
ら
一
応
あ
る
程
度
の
回
答
は
し
て
い
る
と
思
え
る
記
述
が
、
松
尾

捨
治
郎『
助
動
詞
の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』（
文
学
社
、

昭
和
一
八
年
二
月
）
中
に
見
え
る
の
で
、
以
下
に
引
く
。

　
　
　

此
は
若
干
趣
が
違
つ
て
、
ら
む
を
用
ゐ
た
本
文
の
方
は
、
疑

　
　

問
体
と
も
説
明
体
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

�

池
神　

力
士
儛
可
母　

白
鷺
乃　

桙
喙
持
而　

飛
渡
良
武

（
同
三
八
三
一
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
85

　
　

�

此
の
か
も
は
、
其
処
で
一
旦
結
ば
れ
た
者
と
も
見
ら
れ
、
又
下

に
係
つ
て
行
く
者
と
も
見
ら
れ
る
。（
一
八
七
頁
）

　
　

�　
「
そ
れ
故
あ
ん
な
に
…
…
持
つ
て
飛
ん
で
行
く
の
で
あ
ら
う

よ
」と
、（
乙
）（
四
）の
説
明
体
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。（
一
八
七

頁
）

　
　

�　

之
に
似
た
用
例
を
古
今
集
に
求
め
る
と
、
次
の
如
き
者
が
六

首
あ
る
。

　
　
　

�

我
が
如
く　

物
や
悲
し
き　

時
鳥　

時
ぞ
と
も
な
く　

夜

た
ゞ
鳴
く
ら
む
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
86

　

�　

�

附
属
句
―
の
下
に
さ
れ
ば
に
や
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
れ

ば
、
本
文
の
方
も
疑
問
体
の
（
乙
）（
四
）
と
な
り
、
さ
れ
ば

が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
れ
ば
、
本
文
の
方
は
説
明
体
の
（
乙
）

（
四
）
と
な
る
。（
一
八
八
頁
）

　
「
我
が
如
く
物
や
悲
し
き
。」
と
終
止
し
て
い
る
文
を
原
因
条
件
句

と
す
る
た
め
に
、「
さ
れ
ば
に
や
」
ま
た
は
「
さ
れ
ば
」
を
「
含
蓄

さ
れ
て
居
る
と
見
」
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
複
数
文
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
助
動
詞
「
ら
む
」
で
終
止
す
る
文
中
に
助
動
詞
「
ら
む
」
の
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「
焦
点
」
が
見
い
だ
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
焦
点
」
を
求
め
る

こ
と
が
出
来
る
と
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
「
新
説
」
を
主
張
す
る
も
の
で
も
擁
護
す
る
も
の
で
も
な

く
、
そ
も
そ
も
そ
の
構
え
も
準
備
も
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
観

点
を
斟
酌
し
て
考
え
れ
ば
、「
四
」で
示
し
た
よ
う
な
例
に
つ
い
て
は
、

解
釈
出
来
る
と
の
考
え
が
松
尾
捨
治
郎
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

見
た
と
こ
ろ
、「
新
説
」
を
批
判
す
る
文
献
は
、
疑
問
副
詞
を
補

う
解
釈
を
退
け
る
こ
と
を
批
判
す
る
こ
と
に
比
べ
る
と
、
こ
の
部
分

に
対
す
る
注
目
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
些
か
風
変
わ
り
な
現
象
も
あ
る
。
佐
伯
梅
友
校
注
『
古

今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
三
年
三
月
）
や
、
堀
口
和
吉
「「
し

づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
」
考
」（「
山
邊
道
」
第
三
〇
号
、
昭
和

六
一
年
三
月
）
な
ど
に
、
そ
の
現
象
は
見
え
る
。

　

佐
伯
氏
は
、「
新
説
」の
具
体
的
な
論
者
論
考
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、

「
な
ど
」
を
補
わ
な
い
で
解
釈
す
る
説
を
批
判
し
な
が
ら
、

　
　
　
　

�

昔
べ
や
今
も
恋
し
き
△
ほ
と
と
ぎ
す
ふ
る
里
に
し
も
な
き

て
来
つ
ら
む
（
一
六
三
）

　
　
　
　

�

人
の
見
る
こ
と
や
苦
し
き
△
を
み
な
へ
し
秋
ぎ
り
に
の
み

た
ち
隠
る
ら
む
（
二
三
五
）

　
　
　
　

�

逢
坂
の
ゆ
ふ
つ
け
鳥
も
わ
が
ご
と
く
人
や
恋
し
き
△
ね
の

み
な
く
ら
む
（
五
三
六
）

　
　
　
　

�

秋
の
野
の
草
の
た
も
と
か　

花
す
す
き
△
ほ
に
い
で
て
招

く
袖
と
見
ゆ
ら
む
（
二
四
三
）

　
　

�

こ
れ
ら
は
、
上
と
の
関
係
で
、「
さ
て
や
」「
さ
れ
ば
や
」
な
ど

の
語
を
補
っ
て
解
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
も
、
今
ま
で
考
え
て

来
た
と
こ
ろ
か
ら
お
し
て
納
得
が
い
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
四
二
頁
）

と
言
う
。
松
尾
捨
治
郎
の
「
86
」
と
し
て
提
示
す
る
例
と
構
造
の
共

通
す
る
例
を
多
く
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、「
さ
れ
ば
や
」
と
「
さ

れ
ば
に
や
」
の
間
の
隔
た
り
は
さ
ほ
ど
無
い
で
あ
ろ
う
。

　

�

堀
口
氏
の
場
合
は

　
　
　
　

🄓�　

そ
の
心
の
表
現
の
中
に
は
、
🄒
の
表
現
で
あ
っ
て
そ

の
原
因
句
の
部
分
を
省
略
し
て
い
う
形
の
表
現
も
あ

る
。
そ
の
ば
あ
い
、
一
見
人
が
表
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
に
も
見
え
る
。

　
　

�　

こ
の
用
法
の
う
ち
、
た
だ
「
ソ
レ
デ
」
が
省
略
さ
れ
た
「
昔

へ
や
～
」
な
ど
の
類
は
、
古
く
か
ら
そ
う
理
解
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。（
八
七
頁
）



― 56―

　
　

�　

池
神
の
力
士
舞
か
も
白
鷺
の
桙
啄
ひ
持
ち
て
飛
び
わ
た
る
ら

む
（
万
葉
・
三
八
三
一
）
も
同
じ
類
で
あ
る
。
⑧
に
「
こ
こ
に

〈
ら
む
〉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
助
動
詞
が
、〈
池
神
の

…
…
飛
び
わ
た
る
〉
と
い
う
不
確
実
な
事
実
に
対
し
て
作
用
す

る
か
ら
で
あ
っ
て
（
Ｐ
５
）」
と
あ
る
が
、
不
確
実
性
は
、
前

文
を
含
め
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
前
文
を
受
け
て
「
ソ
レ
デ
～
」

と
い
う
表
現
と
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
成
立
す
る
は
ず
で
あ
る
。

（
八
八
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
堀
口
氏
は
佐
伯
氏
と
異
な
り
松
尾
捨
治
郎
の
両
論

考
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
が
、
上
掲
の
『
助
動
詞

の
研
究　

自
他
の
対
応
を
中
心
と
し
て
』
に
見
え
る
部
分
に
は
触
れ

て
い
な
い
。「
池
神
の
」
の
例
は
「
85
」
と
し
て
見
え
て
お
り
、
ま
た
、

「
ソ
レ
デ
」
は
「
さ
れ
ば
」
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
各
氏
の
論
を
揺
る
が
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う

が
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
「
新
説
」
の
全
部
を
批

判
し
き
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
と
意
図
せ
ず
に
「
新
説
」

の
一
部
を
増
広
し
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
新
説
」
が
正
し
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
批
判
す
る
側
が
「
新
説
」

を
主
張
す
る
論
考
よ
り
も
狭
く
捉
え
て
批
判
し
て
い
た
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
話
を
松
尾
捨
治
郎
の
解
説
に
戻
す
と
、
こ
う
し
た
解
説

を
示
さ
れ
る
と
今
度
は
、「
さ
れ
ば
に
や
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
」

た
り「
さ
れ
ば
が
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
」た
り
す
る
の
と
、「
旧
説
」

的
に
疑
問
副
詞
的
な
疑
問
が
「
含
蓄
さ
れ
て
居
る
と
見
」
る
の
と
、

一
体
い
か
ほ
ど
の
懸
隔
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
、
考
え
あ
ぐ
ん

で
し
ま
う
。「
新
説
」
な
ど
と
呼
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

こ
の
論
議
立
て
自
体
に
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
疑
っ
て
し
ま

う
ほ
ど
に
。

��

文
章
中
明
示
さ
れ
て
い
る
内
容
を
「
さ
れ
ば
」
と
原
因
理
由
に
す

る
条
件
文
を
構
成
す
る
と
見
る
か
、
疑
問
副
詞
に
よ
り
疑
問
の
不
定

条
件
文
を
構
成
す
る
と
見
る
か
の
相
違
と
な
っ
て
く
る
よ
う
で
あ

る
。
元
々
出
発
点
が
同
じ
文
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
を
ど
う
説
明
す
る

か
の
相
違
か
ら
端
を
発
す
る
の
で
、
理
筋
が
近
づ
い
て
も
不
思
議
で

は
な
い
が
、
事
こ
こ
に
至
る
と
、「
新
説
」
と
「
旧
説
」
と
の
間
隔

は
驚
く
ほ
ど
接
近
し
て
く
る
。
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六
、　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
第
八
四
番
歌
を
代
表
的
例
と
す
る
助

動
詞
「
ら
む
」
の
語
法
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
て
い
た
議
論
の
中
か

ら
、
語
法
研
究
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
今
と
な
っ
て
は
あ
ま
り
顧
み

る
必
要
も
な
い
と
思
う
、
松
尾
捨
治
郎
の
所
説
に
つ
い
て
取
り
上
げ

て
み
た
。
長
ら
く
加
え
ら
れ
て
き
た
批
判
説
か
ら
、
松
尾
捨
治
郎
説

で
は
解
釈
が
困
難
な
例
が
あ
る
と
い
う
批
判
を
取
り
上
げ
、
該
当
例

と
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
用
例
を
ま
と
め
、
批
判
論
が
見
落
と
し
が
ち

で
あ
る
、
松
尾
捨
治
郎
説
の
示
す
解
釈
説
の
一
面
を
取
り
上
げ
た
。

　

結
果
と
し
て
、
こ
の
批
判
論
は
松
尾
聡
『
古
文
解
釈
の
た
め
の
国

文
法
入
門
』
が
初
め
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
小
沢
正
夫
校
注
『
日
本
古

典
文
学
全
集　

古
今
和
歌
集
』
の
解
釈
が
そ
れ
な
り
に
重
要
な
手
が

か
り
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
出
来
た
。
ま

た
、
批
判
論
と
松
尾
捨
治
郎
説
が
、
二
文
構
成
の
歌
に
つ
い
て
、
文

と
文
と
が
文
脈
的
に
原
因
理
由
条
件
句
を
構
成
し
て
い
て
、
助
動
詞

「
ら
む
」
の
推
量
の
内
容
を
助
動
詞
「
ら
む
」
で
終
止
す
る
文
で
は

な
く
別
の
文
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
っ
た
、
似
通
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。

　

研
究
史
が
何
故
こ
の
よ
う
な
仕
儀
に
至
っ
た
の
か
本
稿
で
は
確
か

め
え
な
か
っ
た
が
、
松
尾
捨
治
郎
の
所
説
に
見
え
る
こ
の
点
に
つ
い

て
批
判
論
が
着
目
し
た
上
で
の
批
判
展
開
が
早
く
に
一
般
化
し
て
い

た
ら
、
所
詮
は
も
の
の
述
べ
方
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
研
究
史

は
も
う
少
し
違
っ
た
展
開
を
し
た
よ
う
に
感
じ
る
。

　

本
稿
の
よ
う
に
、
今
日
で
は
あ
ま
り
重
要
性
を
感
じ
ら
れ
て
い
な

い
学
説
に
対
す
る
過
去
の
議
論
を
取
り
立
て
る
こ
と
は
、
実
際
の
語

法
を
研
究
す
る
こ
と
に
比
べ
、意
味
の
な
い
議
論
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
事
だ
が
、「
実
際
の
語
法
」
を
研
究
す
る
た
め
に
生
み

出
さ
れ
た
沢
山
の
論
考
を
先
行
研
究
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
立
場
と
し
て
は
、
研
究
史
の
見
取
り
図
を
作
る
こ
と
に
も
或
る

時
に
は
嘲
弄
さ
れ
な
が
ら
、
一
方
で
「
実
際
の
語
法
」
研
究
の
試
行

錯
誤
の
結
果
だ
け
が
脳
天
気
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
、
非
常
に

迷
惑
し
て
お
り
不
愉
快
に
感
じ
て
い
る
。

　

本
稿
を
取
っ
掛
か
り
と
し
て
、
今
後
と
も
語
法
学
説
史
に
つ
い
て

は
考
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。


