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他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
に
つ
い
て

―
十
世
紀
前
半
成
立
の
和
文
の
和
語
の
賓
語
に
限
っ
て
―

中
村

幸
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
：
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
、
連
用
形
名
詞
・
非
連
用
形

名
詞
の
賓
語
、
連
体
形
修
飾
語
を
冠
し
た
賓
語
、
指

示
語
に
よ
る
賓
語
、
深
層
に
想
定
さ
れ
る
賓
語

一

他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
を
整
理
す
る
必
要
性

―
併
せ
て
、
そ
の
資
料
の
成
立
年
代
を
限
っ
て
調
査
す

る
理
由
―

動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
、
山
田
孝
雄
は
形
式
用
言
と
呼
ん
で
取
り

扱
っ
て
(
)

い
る
が
、
そ
の
と
お
り
で
、「
漠
然
と
動
作
作
用
を
あ
ら
は
」

１

し
、「
実
質
的
属
性
観
念
を
捨
象
し
」
た
動
詞
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
う

「
観
念
」
は
、
現
代
語
と
し
て
は
、〈
概
念
〉
に
相
当
し
よ
う
か
。
そ

の
概
念
が
な
い
と
い
っ
て
よ
い
動
詞
「
す
」
は
、
そ
の
概
念
を
表
す

語
や
語
句
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
山
田
は
、
そ
の
語
や
語

句
を
「
賓
語
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
術
語
「
賓
語
」
は
同
書
索
引

か
ら
は
、
同
書
に
六
十
七
か
所
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
賓
語
に
つ
い
て
、「
こ
の
用
言
の
賓
語
た
る
も
の
は
体
言
及

体
言
の
資
格
を
得
た
る
用
言
及
び
副
詞
の
一
部
な
り
。」
と
し
て
、
以

下
に
そ
の
各
種
用
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
現
在
一
般
に
は
一
語
の
複

合
動
詞
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
ま
た
、
漢
語
・
カ
タ

カ
ナ
外
来
語
の
賓
語
も
、
さ
ら
に
は
、
自
動
詞
・
他
動
詞
の
別
を
設

け
る
こ
と
な
く
形
式
用
言
「
す
」
と
し
て
併
せ
列
挙
し
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
動
詞
「
す
」
の
賓
語
の
理
解
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
偏
え
に
、
筆
者
の
魯
鈍
の

し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
が
、
無
概
念
と
い
っ
て
よ
い
動
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詞
「
す
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賓
語
が
、
ど
の
よ
う
な
手
順
を
も
っ
て

そ
の
概
念
を
付
与
さ
せ
て
い
く
の
か
、
そ
の
表
現
の
読
解
の
要
領
と

結
び
つ
け
て
整
理
し
て
み
た
い
、
と
い
う
思
い
と
も
な
っ
て
い
た
。

さ
て
、
動
詞
「
す
」
は
、
他
動
詞
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
動
詞

と
し
て
の
機
能
も
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
古
語
辞
典
の
多

く
が
、
自
動
詞
「
す
」
の
ブ
ラ
ン
チ
①
に
、「
音
」「
声
」
な
ど
が
ガ

格
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
動
詞
「
す
」
に
先
行
す
る
用
例
が
引
か
れ
て

い
る
。
少
し
深
く
踏
み
込
ん
だ
辞
典
は
、
そ
こ
に
、
自
動
詞
か
ら
成

る
連
用
形
名
詞
「
見
劣
り
」
な
ど
が
ガ
格
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
動
詞

「
す
」
に
先
行
す
る
用
例
も
引
い
て
い
よ
う
。
ブ
ラ
ン
チ
②
と
し
て
、

自
動
に
機
能
す
る
「
…
む
と
す
」
の
「
す
」
を
引
い
て
い
る
も
の
も

あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ン
チ
③
と
し
て
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
・
断
定
の
助

動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
に
付
く
「
し
て
」
の
「
し
」
を
引
い
て
い

る
も
の
も
あ
(
)

ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
ブ
ラ
ン
チ
②
・
③
は
最
近
時
の
傾

２

向
と
し
て
は
、
立
項
が
見
送
ら
れ
て
い
る
。
さ
き
ご
ろ
、
筆
者
は
、

「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
こ
こ
ち

」「
け
は
ひ
」
な
ど
と
、

そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
と
に
つ
い
て
」
を
発
表
さ
せ
て
い

た
だ
(
)

い
た
。
そ
の
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
「
さ
ま
」「
心
地
こ
こ
ち

」「
け

３

は
ひ
」
は
、
ガ
格
に
よ
っ
て
、
自
動
詞
「
す
」
に
先
行
す
る
。
こ
の

一
群
を
加
え
て
、
い
ま
筆
者
が
認
識
し
て
い
る
自
動
詞
「
す
」
は
、

現
行
古
語
辞
典
の
ブ
ラ
ン
チ
①
に
見
る
二
群
―「
音
」「
声
」な
ど
と
、

「
見
劣
り
」
な
ど
自
動
詞
の
連
用
形
名
詞
と
が
、
ガ
格
に
よ
っ
て
先
行

す
る
動
詞
「
す
」
―
と
の
三
群
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
を
新
ブ
ラ
ン
チ

三
項
と
し
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ガ
格
は
、
主

語
と
い
う
よ
り
、
対
象
語
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
も
の
で
、
そ
れ
ら

が
、
自
動
詞
「
す
」
の
賓
語
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。

自
動
詞
「
す
」
は
、
ガ
格
の
賓
語
を
受
け
て
、
そ
の
概
念
が
付
与

さ
れ
る
、
と
一
往
思
お
う
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
動
詞

「
す
」
は
、
す
べ
て
、〈
感
じ
ら
れ
る
〉
意
で
あ
る
、
と
も
思
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
動
詞
「
す
」
は
、
辞
典
類
の
ブ
ラ
ン
チ
立

項
も
、
六
項
ほ
ど
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
動
詞
「
す
」
は
、
日

本
人
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
の
国
語
に
つ
い
て
の
認
識
と
し
て
、
ヲ

格
の
賓
語
に
よ
っ
て
そ
の
概
念
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
、
と
感
じ
て
い

る
。
少
し
く
、
そ
の
国
語
と
し
て
の
日
本
語
の
古
典
語
に
つ
い
て
認

識
を
重
ね
て
き
た
経
験
か
ら
、
他
動
詞
「
す
」
は
、
す
べ
て
ヲ
格
賓

語
を
必
要
と
す
る
、
と
推
断
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
ヲ
格
賓
語
だ

け
で
な
く
、
ニ
格
賓
語
も
ト
格
賓
語
も
、
そ
の
他
動
詞
「
す
」
へ
の

概
念
付
与
に
関
わ
っ
て
い
る
と
感
得
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
他
動
詞
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001 中村氏.mcd  Page 3 19/02/20 20:11  v5.51

「
す
」
に
つ
い
て
は
、
ヲ
格
＋
「
す
」
の
理
解
を
徹
底
さ
せ
、
ニ
格
＋

「
す
」
／
ト
格
＋
「
す
」
の
理
解
へ
と
進
め
、
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」

／
ヲ
格
＋
ト
格
＋
「
す
」
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
く
読
解
手
順
が
配
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
一
部
を
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
も
、
さ
き
ご
ろ
、「『
源

氏
物
語
』
の
動
詞
「
す
」
読
解
」
―
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」
構
文
へ

の
注
目
―
を
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
(
)

い
た
。
４

そ
の
一
方
で
、
律
文
の
動
詞
「
す
」
の
傾
向
を
感
じ
と
ろ
う
と
し

て
、「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
―
十
五
の
観
察
視
点

―
に
お
い
て
、
ま
ず
、『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
の
実
態
を
整
理

し
て
(
)

み
た
。
さ
ら
に
、
八
代
集
和
歌
に
つ
い
て
も
、
そ
の
『
万
葉
集
』

５

歌
に
つ
い
て
の
調
査
要
領
に
倣
っ
て
整
理
を
続
け
て
い
て
、そ
の
後
、

「『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺
和
歌
集
』

歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」
／
「『
金
葉
和
歌
集
』『
詞
花
和
歌
集
』

『
千
載
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」

と
い
う
報
告
と
も
な
(
)

っ
て
(
)

い
る
。『
万
葉
集
』
歌
に
見
た
傾
向
と
八

６

７

代
集
歌
の
傾
向
と
で
は
、一
定
の
相
違
が
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

当
代
の
散
文
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
平
行
さ
せ
て
観
察
し
て
お
こ
う

と
い
う
思
い
が
湧
い
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。「『
源
氏
物
語
』
の
動
詞
「
す
」
の
読
解
―
ヲ
格
＋
ニ
格
＋
「
す
」

構
文
へ
の
注
目
―
」
の
作
業
過
程
に
お
い
て
も
、
中
古
和
文
の
他
動

詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
の
整
理
を
先
に
終
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
仮
名
和
文
の
初
期
の
も

の
と
は
、
や
は
り
一
定
の
相
違
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
と
感
じ
と
れ

て
も
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
土
佐
日
記
』
か
ら
の

カ
ー
ド
採
集
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
拠
っ
た
か
ら
と
い

う
こ
と
で
し
か
な
く
、
作
品
ご
と
の
傾
向
の
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
が
、
そ
れ
は
追
っ
て
の
こ
と
と
し
た
い
。
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語

に
つ
い
て
の
観
察
な
の
で
、ヲ
格
賓
語
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、

ヲ
格
賓
語
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
表
現
と
し
て
は
、

意
外
な
ほ
ど
に
多
様
で
あ
っ
て
、
以
下
に
章
立
て
す
る
七
章
（
第
二

章
か
ら
第
八
章
ま
で
）
の
う
ち
、
表
現
と
し
て
確
か
な
ヲ
格
賓
語
と

な
っ
て
い
た
の
は
、第
二
章
の
用
例
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

小
稿
の
題
目
と
し
て
は
、
ヲ
格
を
避
け
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
、
そ

れ
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
、
ヲ
格
と
読
み
と
れ
る
表
現
が
多
様
だ
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ヲ
格
に
つ
い
て
は
、
表
出
・
非
表
出
が
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
非
表
出
用
例
に
つ
い
て
は
、〔
ヲ
〕
と
い
う
よ
う
に

― 3―
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示
す
こ
と
と
し
た
。

『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』
か
ら
は
積
極
的
に
引
用
す
る
用

例
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
万
葉
集
』
の
用
例
を
新
日
本
古

典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
八
代
集
和
歌

は
、
そ
こ
に
し
か
揃
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
和
歌
す
べ
て
、
そ
の

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
そ
の
仮
名

遣
い
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
原
則
に
従
っ
て
統

一
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

連
用
形
名
詞
が
ヲ
格
賓
語
と
な
る
他
動
詞
「
す
」

古
代
語
の
律
文
『
万
葉
集
』
歌
で
は
、
こ
の
小
見
出
し
に
該
当
す

る
用
例
が
、
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
の
大
半
を
占
め
て
(
)

い
た
。
８

そ
の
連
用
形
名
詞
も
、
非
連
用
形
の
本
来
の
名
詞
に
動
詞
連
用
形

が
接
続
し
た
複
合
名
詞
【
第
Ⅰ
群
】
を
ヲ
格
賓
語
と
す
る
も
の
が
最

も
多
く
、
二
動
詞
連
接
の
複
合
動
詞
が
連
用
形
名
詞
化
し
た
【
第
Ⅱ

群
】
は
、
そ
の
七
分
の
一
弱
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
単
語
動
詞
が

連
用
形
名
詞
化
し
た
【
第
Ⅲ
群
】
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る
用
例

も
あ
っ
て
、
以
上
が
『
万
葉
集
』
歌
に
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
っ
た
。

八
代
集
和
歌
に
お
い
て
も
、
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
と
な
る
連

用
形
名
詞
は
以
上
三
種
類
で
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
、
異
な
り
語
数

も
延
べ
語
数
も
減
少
、
な
か
で
も
、
二
動
詞
連
接
の
複
合
動
詞
が
連

用
形
名
詞
化
し
た
も
の
は
殆
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
、
残
る
二
種
類
の

用
例
群
は
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
用
例
【
第
Ⅳ
群
】
を
見
せ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。
い
ま
、
観
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
十
世
紀
初
頭

前
半
の
和
散
文
を
見
て
も
、
そ
の
連
用
形
名
詞
を
ヲ
格
賓
語
と
す
る

他
動
詞
「
す
」
は
、
お
お
む
ね
、
そ
れ
ら
と
変
わ
る
こ
と
な
い
傾
向

に
あ
っ
た
。

【
第
Ⅰ
群
】

〇
こ
の
里
に
旅た

び

寝ね

〔
ヲ
〕
し
ぬ
べ
し
桜
花
ち
り
の
ま
が
ひ
に
家い
へ

路ぢ

わ

す
れ
て
（
古
今
・
七
二
）

和
歌
の
素
材
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
旅
寝

「〔
ヲ
〕」
を
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
と
す
る
用
例
は
、
他
に
、

（
古
今
・
一
二
六
）
に
も
（
後
撰
・
一
八
七
）
に
も
見
ら
れ
た
。

〇
心
が
へ
〔
ヲ
〕
す
る
物
に
も
が
片か

た

恋こ
ひ

は
く
る
し
き
も
の
と
人
に
し

ら
せ
む
（
古
今
・
五
四
○
）

「
心
が
へ
」
と
い
う
、
精
神
的
行
為
を
い
う
連
用
形
名
詞
の
登
場
に

注
目
さ
れ
る
。

〇
男
、
宮
仕
へ
〔
ヲ
〕
し
に
と
て
、
別
れ
惜
し
み
て
ゆ
き
に
け
る
ま

― 4―



001 中村氏.mcd  Page 5 19/02/20 20:11  v5.51

ま
に
、
…
。（
伊
勢
・
二
十
四
）

〇
帝
、
お
り
ゐ
た
ま
ひ
て
、
…
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
山
ぶ
み
〔
ヲ
〕
し
た

ま
ひ
て
行お
こ
な

ひ
た
ま
ひ
け
り
。（
大
和
・
二
）

〇
日ひ

一ひ
と

日ひ

、
風
や
ま
ず
、
爪つ

ま

は
じ
き
〔
ヲ
〕
し
て
寝ね

ぬ
。（
土
佐
・
一

月
二
十
七
日
）

〇
…
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
髪
あ
げ
な
ど
〔
ヲ
〕
と
か

く
し
て
、
髪
あ
げ
さ
せ
裳も

着き

す
。（
竹
取
・
か
ぐ
や
姫
の
成
長
）

右
の
「
髪
あ
げ
」
は
〈
成
人
式
〉
を
意
味
し
て
い
て
、
髪
を
上
げ

る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
続
く
「
髪
あ
げ
さ
せ
」
か
ら
、

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
連
用
形
名
詞
「
髪
あ
げ
」
が
副
助
詞

「
な
ど
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
「
し
（
↓
す
）」
が
、

指
示
語
副
詞
「
と
か
く
」
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
き
た
い
。

【
第
Ⅱ
群
】

〇
秋
な
ら
で
お
く
白
露

し
ら
つ
ゆ

は
寝ね

覚ざ

め
〔
ヲ
〕
す
る
わ
が
手た

枕ま
く
ら

の
し
づ
く

な
り
け
り
（
古
今
・
七
五
七
）

〇
あ
だ
く
ら
べ
か
た
み
に
し
け
る
男を
と
こ

女を
ん
な

の
忍し

の

び
歩あ

り

き
〔
ヲ
〕
し
け

る
こ
と
な
る
べ
し
。（
伊
勢
・
五
十
）

△
（
こ
の
在
次
の
君
は
）
心
あ
る
も
の
に
て
、
人
の
国
の
あ
は
れ
に

心
ぼ
そ
き
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
て
は
、
歌
よ
み
て
、
書
き
つ
け
な﹅

ど﹅

な﹅

む﹅

し
け
る
。（
大
和
・
百
四
十
四
）

右
の
「
書
き
つ
け
」
は
、
書
き
つ
け
る
動
作
を
い
う
だ
け
の
意
で
、

複
合
動
詞
「
書
き
つ
く
」
が
副
助
詞
「
な
ど
」
を
添
え
係
助
詞
「
な

む
」
を
共
起
さ
せ
る
た
め
に
連
用
形
と
な
り
、
補
助
動
詞
「
し
（
↓

す
）」
が
、
そ
の
活
用
機
能
を
補
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
解

(
)

せ
る
。
９【

第
Ⅲ
群
】

〇
思お
も

ひ
出い

で
て
お
と
づ
れ
〔
ヲ
〕
し
け
る
山
び
こ
の
答こ
た

へ
に
こ
り
ぬ

心
な
に
也
（
後
撰
・
八
七
六
）

〇
か
か
れ
ば
、
こ
の
人
々
、
家
に
帰
り
て
、
物
を
思
ひ
、
祈
り
を〇

し

願ぐ
わ
ん

を
立
つ
。（
竹
取
・
五
人
の
貴
人
）

「
物
を〇

思
ひ
」
や
「
願
を〇

立
つ
」
の
影
響
も
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
、

ヲ
格
賓
語
と
し
て
格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。

〇
（
惟
喬

こ
れ
た
か

の
）
親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
誦ず

し
た
ま
ひ
て
、
返
し

〔
ヲ
〕
え
し
た
ま
は
ず
。（
伊
勢
・
八
十
二
）

〇
（
ま
が
き
す
る
ひ
だ
の
た
く
み
の
た
つ
き
音お
と

の
あ
な
か
し
が
ま
し

な
ぞ
や
世
の
中
）
な
ど
い
ひ
て
、「
行お

こ
な

ひ
〔
ヲ
〕
し
に
深
き

山

に
入
り
な
む
と
す
」
と
い
ひ
て
い
に
け
り
。（
大
和
・
四
十
三
）

― 5―
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右
の
「
行
ひ
」
は
、〈
修
行
〉
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、「
い
と
心
憂

き
身
な
れ
ば
、死
な
む
と
思
ふ
に
も
死
な
れ
ず
。
か
く
だ
に
な
り
て
、

行
ひ
を〇

だ
に
せ
む
。
…
」
と
な
む
い
ひ
け
る
。」（
大
和
・
百
三
）
と

も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
、
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
。
副
助
詞
「
だ
に
」
を
用
い
た
こ
と
や
意
志
の
表
現
で
あ
る

こ
と
な
ど
も
関
係
し
て
い
よ
う
か
。

〇
…
船ふ

な

君ぎ
み

な
る
人
、波
を
見
て
、国
よ
り
は
じ
め
て
、海
賊
か
い
ぞ
く

報む
く

い〔
ヲ
〕

せ
む
と
い
ふ
な
る
こ
と
を
思
ふ
う
へ
に
、
海
の
ま
た
恐
ろ
し
け
れ

ば
、
頭か
し
ら

も
白し
ら

け
ぬ
。（
土
佐
・
一
月
二
十
一
日
）

【
第
Ⅳ
群
】

〇
「
…
『
う
た
て
あ
る
主ぬ

し

（
＝
大
伴
お
ほ
と
も

の
大
納
言
）
の
御み

許も
と

に
仕
う
ま

つ
り
て
、
す
ず
ろ
な
る
死
に
を〇

す
べ
か
め
る
か
な
」
と
、
楫
取
泣

く
。（
竹
取
・
大
伴
の
大
納
言
）

右
の
「
す
ず
ろ
な
る
死
に
」
の
「
死
に
」
は
、〈
死
に
方
〉
を
意
味

し
て
い
る
。

〇
親
王
喜
び
た
ま
う
て
、
よ
る
の
お
ま
し
の
設
け
〔
ヲ
〕
せ
さ
せ
た

ま
ふ
。（
伊
勢
・
七
十
八
）

右
の
語
句
「
よ
る
の
お
ま
し
の
設
け
」
の
、
連
体
修
飾
語
「
よ
る

の
お
ま
し
の
」
を
冠
し
た
被
修
飾
語
「
設
け
」
は
、
連
体
修
飾
語
「
よ

る
の
」
を
「
お
ま
し
」
の
上
に
冠
し
、
さ
ら
に
連
体
格
助
詞
「
の
」

を
添
え
て
連
体
修
飾
語
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
連

体
修
飾
語
「
よ
る
の
お
ま
し
の
」
を
冠
し
た
連
用
形
名
詞
「
設
け
」

が
、
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ
格
賓
語
「
よ
る
の
お
ま
し
の
設
け
」

と
な
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。

〇
見
し
人
の
松
の
千
歳

ち
と
せ

に
見
ま
し
か
ば
遠
く
悲
し
き
別
れ
〔
ヲ
〕
せ

ま
し
や
（
土
佐
・
二
月
十
六
日
・
和
歌
）

右
の
語
句
「
遠
く
悲
し
き
別
れ
」
の
「
遠
く
悲
し
き
」
は
、
並
立

関
係
に
あ
る
「
遠
く
」
と
「
悲
し
き
」
と
が
結
び
つ
い
て
、
連
用
形

名
詞
「
別
れ
」
の
連
体
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
連
体

修
飾
語
を
冠
し
た
「
遠
く
悲
し
き
別
れ
」
が
、
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」

の
ヲ
格
賓
語
「
遠
く
悲
し
き
別
れ
〔
ヲ
〕」
と
な
っ
て
い
る
用
例
で
あ

る
。他

動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
と
な
る
連
用
形
名
詞
に
つ
い
て
は
、

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。【
第
Ⅰ
群
】
用
例
が
『
万

葉
集
』
歌
に
多
か
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
こ
の
十
世
紀
初
頭
の
和
散
文
に
見
る
連
用
形
名
詞
「
宮
仕
へ
」

「
山
ぶ
み
」「
爪
は
じ
き
」「
髪
あ
げ
」
な
ど
に
は
、
名
詞
と
し
て
の
概

念
が
特
化
さ
れ
て
、
術
語
性
の
認
め
ら
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
た
こ
と

― 6―
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が
注
目
さ
(
)

れ
る
。【
第
Ⅲ
群
】
の
う
ち
の
「
返
し
」「
行
ひ
」
に
つ
い

10

て
も
、そ
う
受
け
と
め
ら
れ
た
。【
第
Ⅳ
群
】用
例
に
つ
い
て
は
、『
万

葉
集
』
歌
に
は
、
そ
の
用
例
を
見
な
い
こ
と
、
こ
れ
も
、
あ
ら
か
じ

め
述
べ
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
、
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格

賓
語
と
し
て
の
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
連
用
形
名
詞
の
登
場
に
つ
い

て
は
、
さ
き
ご
ろ
発
表
の
機
会
を
得
た
「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す

る
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」」
に
お
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
用

例
を
紹
介
し
た
ば
か
り
で
(
)

あ
る
。
構
文
史
の
う
え
か
ら
、
注
目
し
て

11

よ
い
一
つ
の
展
開
が
見
ら
れ
た
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

非
連
用
形
名
詞
が
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他
動
詞
「
す
」

―
形
式
名
詞
は
除
い
て
、
次
章
・
第
四
章
で
取
り
扱

う
―

本
来
的
に
と
い
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
動
詞
か
ら
転
成
し
た

も
の
な
ど
で
な
く
、
も
と
も
と
無
活
用
語
で
主
語
と
な
り
う
る
、
そ

の
よ
う
な
名
詞
を
ど
う
呼
ん
で
取
り
扱
っ
た
ら
よ
い
か
、
悩
ん
だ
末

に
、
右
の
小
見
出
し
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
小
見
出

し
に
副
題
を
添
え
た
よ
う
に
、
形
式
名
詞
「
こ
と
」「
わ
ざ
」
が
連
体

修
飾
語
を
冠
し
た
用
例
に
つ
い
て
は
、
次
章
・
第
四
章
で
取
り
扱
う

こ
と
と
し
た
。
そ
こ
に
は
、
一
定
の
特
徴
が
見
え
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。以

下
に
、
そ
の
非
連
用
形
名
詞
を
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
と
す
る

用
例
に
つ
い
て
観
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の

非
連
用
形
名
詞
に
つ
い
て
の
語
彙
分
類
を
試
み
は
し
た
も
の
の
、
以

下
、
意
味
あ
る
視
点
か
ら
の
配
列
と
な
り
え
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。

〇
あ
ら
た
ま
の
と
し
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て
た
だ
今
宵
こ
そ
新に

ひ

枕ま
く
ら

〔
ヲ
？
〕
す
れ
（
伊
勢
・
二
十
四
・
和
歌
）

そ
の
「
す
れ
」
は
、
賓
語
「
新
枕
」
に
関
連
す
る
動
作
を
担
っ
て

い
て
、
現
代
人
の
感
覚
か
ら
は
〈
用
い
る
〉
意
を
経
て
〈
交
わ
す
〉

意
を
読
み
と
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ
の
一
首
の
読
解
と
し
て
は
、

〈
新
枕
を
交
わ
す
〉
か
ら
〈
情
を
交
わ
す
〉
意
を
読
み
と
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
非
連
用
形
名
詞
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る

他
動
詞
「
す
」
の
代
表
的
な
一
用
例
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
ヲ
格
に

つ
い
て
、〔
ヲ
？
〕
と
し
た
の
は
、
少
々
躊
躇
さ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
東
歌
に
、「
足あ

し

柄が
ら

の
ま
ま
の
小こ

菅す
げ

の
草く
さ

枕ま
く
ら

あ
ぜ
か
ま
か
さ
む
。
児こ

ろ
せ
。
手た

枕ま
く
ら

〔
ニ
〕」（
万
葉
・

・
三

14

三
六
九
）
と
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
せ
」
は
命
令
形
で
、
ニ

― 7―
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格
の
「
手
枕
」
が
倒
置
法
で
詠
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

〇
か
く
て
す
ま
ず
な
り
て
の
ち
、
中
将
の
も
と
よ
り
、
衣
を〇

な
む
し

に
お
こ
せ
た
り
け
る
。（
大
和
・
百
六
十
）

そ
の
「
衣
」
を
、
ど
う
い
う
目
的
で
送
っ
て
よ
こ
し
た
か
に
つ
い

て
、
そ
の
動
作
を
他
動
詞
「
す
」
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
「
し
（
↓

す
）」
は
、〈
仕
立
て
る
―
そ
の
「
仕
」
は
、
他
動
詞
「
す
」
の
連
用

形
「
し
」
で
、
複
合
動
詞
の
前
項
と
な
っ
て
い
る
―
〉
と
訳
し
た
り

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
ニ
格
を
期
待
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、「
…
鬚
籠
を〇

あ
ま
た
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
…
。」（
大
和
・
三
）

な
ど
か
ら
も
、
完
成
品
名
を
ヲ
格
に
し
て
他
動
詞
「
す
」
を
用
い
て
、

〈
作
る
〉
意
を
表
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

〇
（
多た

賀か

幾き

子こ

と
申
す
女に
よ
う

御ご

）
う
せ
た
ま
ひ
て
、
七な

な

七な
ぬ

日か

の
み
わ
ざ

〔
ヲ
〕、
安あ
ん

祥じ
や
う

寺じ

に
て
し
け
り
。（
伊
勢
・
七
十
八
）

「
七
七
日
の
み
わ
ざ
」は
四
十
九
日
の
法
要
で
、そ
の「
し（
↓
す
）」

は
、〈
営
む
〉な
ど
と
訳
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
人
は
、神
事
も
、

行
事
を
広
く
hold
や
open
の
訳
語
「
開
催
す
る
」
を
用
い
る
よ
う

だ
が
、
古
典
語
で
は
、
行
事
を
広
く
「
す
」
で
表
現
し
て
い
る
。
以

下
の
二
用
例
は
、
和
語
の
連
用
形
名
詞
が
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
行

事
名
を
ヲ
格
賓
語
と
す
る
用
例
で
、「
近
江

あ
ふ
み

な
る
筑
摩

つ
く
ま

の
祭
〔
ヲ
〕
と

く
せ
な
む
。
つ
れ
な
き
人
の
な
べ
の
か
ず
見
む
」（
伊
勢
・
百
二
十
・

和
歌
）
も
「「
…
三
条
の
大お

ほ

行み

幸ゆ
き

〔
ヲ
〕
せ
し
時
、
…
」
と
の
た
ま
ひ

て
、
…
。」（
伊
勢
・
七
十
八
）
も
、
そ
の
「
せ
（
↓
す
）」
は
、〈
催

す
〉
と
も
〈
行
う
〉
と
も
訳
せ
る
用
例
で
あ
る
。
次
は
、
漢
語
を
用

い
た
行
事
名
を
ヲ
格
賓
語
と
す
る
他
動
詞「
す
」の
用
例
だ
が
、「
四
十

よ
そ
ぢ

の
賀が

〔
ヲ
〕、
九
条
の
宮
に
て

せ
ら
れ
け
る
日
、
…
。」（
伊
勢
・
九

十
七
）
も
、
ま
た
、
そ
の
一
用
例
で
あ
る
。

〇
二
十
六
日
。
な
ほ
守か
み

の
館た
ち

に
て
饗
宴

あ
る
じ

〔
ヲ
〕
し
の
の
し
り
て
、

郎
等
ら
う
ど
う

ま
で
に
物
か
づ
け
た
り
。（
土
佐
・
十
二
月
二
十
六
日
）

そ
の
「
あ
る
じ
〔
ヲ
〕
す
」
は
、
わ
が
家
到
着
の
前
日
に
も
、
そ

の
当
日
に
も
、繰
り
返
さ
れ
る
。「
こ
の
人
の
家
、喜
べ
る
や
う
に
て
、

饗
応

あ
る
じ

〔
ヲ
〕
し
た
り
。」（
土
佐
・
二
月
十
五
日
）
と
「
か
く
て
京き
や
う

へ

行ゆ

く
に
島
坂
に
て
、
人
、
饗
応

あ
る
じ

〔
ヲ
〕
し
た
り
。」（
土
佐
・
二
月
十

六
日
）
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
、「
む
か
し
、

左さ

兵ひ
や
う

衛ゑ

の
督か
み

な
り
け
る
在
原
あ
り
は
ら

の
行ゆ
き

平ひ
ら

と
い
ふ
あ
り
け
り
。
そ
の
人

の
家
に
よ
き
酒
あ
り
と
聞
き
て
、
上
に
あ
り
け
る
左さ

中ち
ゆ
う

弁べ
ん

藤
原
の

良ま
さ

近ち
か

と
い
ふ
を
な
む
ま
ら
う
と
ざ
ね
に
て
、
そ
の
日
は
あ
る
じ
ま
う

け
〔
ヲ
〕
し
た
り
け
る
。」（
伊
勢
・
百
一
）
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

名
詞
「
あ
る
じ
」
に
下
二
段
活
用
動
詞
「
ま
う
く
」
の
連
用
形
が
付

― 8―
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い
た
「
あ
る
じ
ま
う
け
」
は
、
前
章
・
第
二
章
で
確
認
し
て
き
た
連

用
形
名
詞
の
【
第
Ⅰ
群
】
で
あ
る
。「
あ
る
じ
〔
ヲ
〕
す
」
は
、
そ
の

省
略
形
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
歌
物
語
で
も
、『
大
和
物

語
』に
は「
日
も
高
う
な
れ
ば
、こ
の
女
の
親
、少
将
に
あ
る
じ〔
ヲ
〕

す
べ
き
方か
た

の
な
か
り
け
れ
ば
…
。」（
大
和
・
百
七
十
三
）
と
あ
っ
て
、

「
あ
る
じ
」
に
動
作
性
を
内
包
さ
せ
て
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〇
…
こ
の
男
は
、
こ
こ
か
し
こ
人
の
国
が
ち
に
の
み
歩あ
り

き
け
れ
ば
、

ふ
た
り
（
＝
も
と
の
妻
と
今
の
妻
）
の
み
な
む
ゐ
た
り
け
る
。
こ

の
筑
紫
の
妻
（
＝
今
の
妻
）、
し
の
び
て
男
〔
ヲ
〕
し
た
り
け
る
。

（
大
和
・
百
四
十
一
）

何
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
現
で
あ
る
。
そ
の
他
動
詞
「
す
」
を
、

新
全
集
は
、〈
こ
し
ら
え
（
て
い
た
）〉
と
訳
出
し
て
い
る
。
同
じ
『
大

和
物
語
』
に
「（
そ
の
若わ

か

人う
ど

＝
若
女
房
は
、）
い
と
い
た
う
人
々
懸
想

し
け
れ
ど
、思
ひ
あ
が
り
て
男
な
ど〔
ヲ
〕も
せ
で
な
む
あ
り
け
る
。」

（
大
和
・
百
三
）
と
あ
る
が
、
そ
の
「
男
な
ど
〔
ヲ
〕
も
」
の
「
な
ど
」

は
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
含
め
て
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
、そ
の『
大
和
物
語
』に
は
、「
…「
ゆ
め
、こ
と
男〔
ヲ
〕

し
た
ま
は
ず
。
…
」
と
い
ひ
て
、
…
。」（
大
和
・
百
六
十
九
）
と
も

あ
っ
て
、
夫
以
外
の
男
性
と
の
関
係
で
あ
る
こ
と
と
明
確
に
表
現
し

て
い
る
。
百
三
段
の
「
男
な
ど
〔
ヲ
〕
も
せ
で
」
は
、
そ
の
若
人
が

夫
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、恋
人
と
の
関
係
を
い
う「
男

〔
ヲ
〕
す
」
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

非
連
用
形
名
詞
を
賓
語
と
す
る
他
動
詞
「
す
」
も
、
大
方
が
、
そ

の
賓
語
を
ヲ
格
で
受
け
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う

が
、
連
用
形
名
詞
を
賓
語
と
す
る
場
合
に
比
し
て
、
そ
の
賓
語
の
な

か
に
動
作
性
が
内
包
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
非
連

用
形
名
詞
の
賓
語
と
他
動
詞
「
す
」
と
が
す
べ
て
直
ち
に
ヲ
格
で
結

び
つ
く
と
も
い
い
き
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
び
つ
き
に
、
若

干
の
飛
躍
あ
る
も
の
が
見
ら
れ
た
、と
い
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

形
式
名
詞
「
こ
と
」「
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
括
ら
れ
た
語
句

が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他
動
詞
「
す
」

形
式
名
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
連
体
修
飾

語
に
実
質
的
概
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
連
体
修
飾
語

の
ま
ま
で
は
、
名
詞
を
受
け
て
格
関
係
を
示
す
格
助
詞
を
下
接
さ
せ

た
り
、
連
続
す
る
他
の
文
節
と
の
関
係
と
し
て
格
関
係
を
構
築
し
た

り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
形
式
名
詞

「
こ
と
」「
わ
ざ
」
に
よ
っ
て
括
ら
れ
た
語
句
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
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い
る
他
動
詞
「
す
」
の
用
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
若
干
見
ら
れ
た
。

〇
…
思
ひ
わ
び
て
、
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
の
も
と

に
、「
か
う
か
う
、
ひ
ま
は
と
て
ま
か
る
を
、
な
に
ご
と
も
い
さ
さ

か
な
る
こ
と
〔
ヲ
〕
も
え
せ
で
、
つ
か
は
す
こ
と
」
と
書
き
て
、

…
。（
伊
勢
・
十
六
）

紀
の
有
常
の
晩
年
、暮
ら
し
が
苦
し
く
な
っ
て
、長
年
親
し
み
あ
っ

た
妻
も
、
尼
と
な
っ
て
出
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
懇

ろ
に
心
を
通
わ
せ
て
い
た
友
人
に
書
い
て
送
っ
た
書
簡
に
見
る
用
例

で
、〈
わ
ず
か
な
こ
と
（
も
し
て
や
れ
な
く
て
）〉
と
い
う
「
い
さ
さ

か
な
る
こ
と
」
で
あ
る
。
相
当
す
る
一
単
語
の
名
詞
な
ど
は
、
見
当

た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

〇
枕
と
て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
〔
ヲ
〕
も
せ
じ
。
秋
の
夜
と
だ
に
た

の
ま
れ
な
く
に
（
伊
勢
・
八
十
三
・
和
歌
）

水
無
瀬
の
離
宮
で
の
鷹
狩
た
か
が
り

の
後
、
惟
喬
こ
れ
た
か

の
親
王
は
、
御ご

酒し
ゆ

を
下
さ

れ
て
、
馬う
ま

の
頭か
み

だ
っ
た
翁お
き
な

を
容
易
に
は
帰
し
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
場
で
の
、
そ
の
翁
の
歌
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
旅
の

仮か
り

寝ね

を
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
、
他
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ

格
賓
語
と
し
て
、「
枕
と
て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
」
に
代
わ
る
、
こ
の

場
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
は
、
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〇
翁「
翁
、
年と
し

七
十
に
余あ
ま

り
ぬ
。
今
日
け

ふ

と
も
明
日
あ

す

と
も
知
ら
ず
。
こ
の

世
の
人
は
、
男
は
女
に
あ
ふ
こ
と
を〇

す
。
女
は
男
に
あ
ふ
こ
と
を〇

す
。
そ
の
後の
ち

な
む
門か
ど

広
く
な
り
は
べ
る
。
…
」。（
竹
取
・
五
人
の

貴
人
）

右
の
「
女
に
あ
ふ
こ
と
」「
男
に
あ
ふ
こ
と
」
の
「
あ
ふ
」
は
、〈
結

婚
す
る
〉
意
で
、
執
拗
な
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
諄く

ど

い
表
現
を
す
る
の

は
、
か
ぐ
や
姫
を
早
く
結
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
の
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。『
大
和
物
語
』の
、前
章
・
第
三
章
で
見
た
、あ
の「
男〔
ヲ
〕

す
」
と
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

〇
中ち

ゆ
う

納な

言ご
ん

は
、
わ
ら
は
げ
た
る
わ
ざ
〔
ヲ
〕
し
て
止や

む
こ
と
を
、
人

に
聞
か
せ
じ
と
し
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
病や
ま
ひ

に
て
、
い
と
弱
く

な
り
た
ま
ひ
に
け
り
。（
竹
取
・
石い
そ
の

上か
み

の
中
納
言
）

石
上
の
中
納
言
は
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
課
せ
ら
れ
た
燕
つ
ば
く
ら
め

の
子こ

安や
す

貝が
い

を
取
れ
と
い
う
難
題
に
応こ
た

え
よ
う
と
し
て
、
燕
の
巣
か
ら
何
か
を

握
り
取
り
は
し
た
が
、
家
来
た
ち
が
中
納
言
の
乗
っ
て
い
る
籠
を
早

く
お
ろ
そ
う
と
し
て
綱
を
引
っ
ぱ
り
す
ぎ
、
綱
の
遊
び
が
な
く
な
っ

た
瞬
間
、
鼎か

な
え

の
上
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
握
っ
た
も
の
は
古ふ
る

糞く
そ

で
、
腰
も
折
れ
て
し
ま
っ
た
。
右
の
引
用
は
、
そ
れ
に
続
く
部
分
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で
、
そ
の
「
わ
ら
は
げ
た
る
わ
ざ
」
は
、〈
子
ど
も
っ
ぽ
い
行
為
〉
と

い
う
こ
と
で
、
中
納
言
の
や
り
そ
こ
な
い
の
行
為
を
指
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

実
質
名
詞
と
し
て
は
、
漢
字
表
記
「
業
」「
技
」
か
ら
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
、
一
定
の
評
価
で
き
る
行
為
を
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
は
、
仏
事
を
ま
で
意
味
す
る
が
、
一
方
で
は
、
非
難
の
意
の
連
体

修
飾
語
を
受
け
て
、
単
に
行
為
を
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
が
、

形
式
名
詞
「
わ
ざ
」
で
あ
る
。

〇
む
か
し
、
男
、
み
そ
か
に
語
ら
ふ
わ
ざ
〔
ヲ
〕
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

い
づ
く
な
り
け
む
、
あ
や
し
さ
に
よ
め
る
。

吹
く
風
に
わ
が
身
を
な
さ
ば
玉
す
だ
れ
ひ
ま
求
め
つ
つ
入
る
べ

き
も
の
を

返
し
、

と
り
と
め
ぬ
風
に
は
あ
り
と
も
玉
す
だ
れ
た
が
許
さ
ば
か
ひ
ま

求
む
べ
き

（
伊
勢
・
六
十
四
）

以
上
で
一
段
と
な
っ
て
い
る
段
で
あ
る
。
あ
る
男
が
、
女
の
ほ
う

が
自
分
と
ひ
そ
か
に
契
り
あ
う
行
為
に
も
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
女
が
ど
こ
の
人
か
、
不
審
の
あ
ま
り
詠
ん
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
男
が
、
自
分
を
吹
く
風
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
あ
な

た
の
お
部
屋
の
玉た

ま

簾す
だ
れ

の
隙す
き

間ま

か
ら
入
っ
て
い
く
だ
ろ
う
の
に
、
と

い
う
と
、
女
は
、
風
で
あ
ろ
う
と
、
誰
の
許
し
を
得
て
、
簾
の
隙
間

を
求
め
て
入
っ
て
く
る
と
い
う
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
許
さ
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
「
み
そ
か
に
語
ら
ふ
わ
ざ
」
は
、「
み
そ
か
な
る
語
ら
ひ
」
と

い
っ
て
も
い
え
よ
う
の
に
、
あ
え
て
「
わ
ざ
」
を
用
い
て
い
る
よ
う

に
も
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
和
歌
の
贈
答
は
し
て
い
て
も
、
そ
の

女
の
居
所
も
定
か
で
な
く
、
恐
ら
く
は
宮
中
に
仕
え
て
い
て
、
直
接

通
う
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
。
連
体
修
飾
語
を
受
け
る
、
そ
の
「
わ

ざ
」
に
は
、
い
わ
ゆ
る
実
事
の
有
無
を
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
意

図
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

〇
心
も
と
な
が
り
て
、
い
と
忍
び
て
、
た
だ
舎
人

と
ね
り

二
人
、
召め
し

継つ
ぎ

と
し

て
、
や
つ
れ
た
ま
ひ
て
、
難な
に

波は

の
辺へ
ん

に
お
は
し
ま
し
て
、
問
ひ
た

ま
ふ
こ
と
は
、「
大お
ほ

伴と
も

の
大
納
言
殿ど
の

の
人
や
、
船
に
乗
り
て
、
龍た
つ

殺

し
て
、
そ
が
頸く
び

の
玉
取
れ
る
と
や
聞
く
」
と
、
問
は
す
る
に
、
船ふ
な

人び
と

、
答
へ
て
い
は
く
、「
あ
や
し
き
言こ
と

か
な
」
と
笑
ひ
て
、「
さ
る

わ
ざ
〔
ヲ
〕
す
る
船
も
な
し
」
と
答
ふ
る
に
、
…
。（
竹
取
・
龍た
つ

の

頸く
び

の
玉
）

大
伴
の
大
納
言
は
、
家
来
に
命
じ
て
、
龍
の
首
の
玉
を
取
り
に
行
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か
せ
た
。
し
か
し
、
年
を
越
す
ま
で
連
絡
も
な
い
。
そ
こ
で
、
舎
人

二
人
を
連
れ
て
、
難
波
あ
た
り
ま
で
出
か
け
て
い
か
れ
て
、
自
分
の

家
来
が
船
に
乗
っ
て
、
龍
を
殺
し
て
、
そ
の
頸
に
あ
る
玉
を
取
っ
た

と
は
聞
か
な
い
か
、
と
お
尋
ね
に
な
っ
た
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
船

人
が
「
さ
る
わ
ざ
〔
ヲ
〕
す
る
船
な
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

船
人
は
、〈
そ
ん
な
（
馬
鹿
げ
た
）
行
為
を
す
る
船
は
な
い
〉
と
言
っ

て
い
る
と
読
み
と
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
表
現
は
、
次
章
・
第
五
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
指
示
語
と

し
て
そ
の
連
体
詞
を
冠
し
た
ヲ
格
賓
語
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、

今
の
左
大
臣
（
＝
藤
原
実
頼
）
が
少
将
だ
っ
た
こ
ろ
の
話
で
、「
い
か

な
る
心こ

こ

地ち

し
け
れ
ば
か
、
さ
る
わ
ざ
〔
ヲ
〕
し
け
む
、
人
に
も
知
ら

せ
で
車
に
乗
り
て
内う
ち

に
ま
ゐ
り
に
け
り
。」（
大
和
・
百
七
十
一
）
な

ど
、
展
開
性
あ
る
物
語
に
は
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、

そ
の
指
示
内
容
が
、
続
く
表
現
を
先
取
り
し
て
い
る
指
示
表
現
で
、

「
人
に
も
知
ら
せ
で
車
に
乗
り
て
内
に
ま
ゐ
り
に
け
り
」
を
受
け
て

い
る
。
人
に
も
知
ら
せ
な
い
で
車
に
乗
っ
て
宮
中
に
参
上
す
る
な

ど
、
こ
れ
も
、〈
そ
の
よ
う
な
（
変
な
）
行
為
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
〉

と
感
じ
と
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
「
わ
ざ
」
と
「
こ
と
」
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
の
差
は
な
い
と
も
い
え
る
よ
う
で
、
そ
れ
に
続
け
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
左
衛
門
の
陣
で
殿
上
の
間
へ
の
取
り
次
ぎ
を
頼
ん
だ

と
こ
ろ
、
そ
こ
に
い
た
人
々
は
、「
あ
や
し
き
こ
と
か
な
。
た
れ
と
聞

こ
ゆ
る
人
の
、
か
か
る
こ
と
〔
ヲ
〕
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」（
大
和
・
承
前
）

と
言
っ
て
も
い
た
の
で
あ
る
。

五

指
示
語
と
し
て
の
連
体
詞
「
さ
る
」「
か
か
る
」
を
冠
し

た
語
句
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他
動
詞
「
す
」

既
に
前
章
・
第
四
章
に
お
い
て
、「
さ
る
」を
冠
し
た
形
式
名
詞「
わ

ざ
」
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他
動
詞
「
す
」
の
用
例
と
、「
か
か

る
」
を
冠
し
た
形
式
名
詞
「
こ
と
」
が
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他

動
詞
「
す
」
の
用
例
と
を
見
て
き
て
い
る
。
そ
の
「
さ
る
」「
か
か
る
」

が
、
同
じ
よ
う
に
、
形
式
名
詞
「
わ
ざ
」
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
用
例

を
、『
大
和
物
語
』
に
は
、
さ
ら
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
か
く
に
ぎ
は
は
し
き
所
に
な
ら
ひ
て
、
来き

た
れ
ば
、
こ
の
（
も
と

の
）
女
い
と
わ
ろ
げ
に
て
ゐ
て
、
か
く
ほ
か
に
も
あ
り
け
ど
、
さ

ら
に
ね
た
げ
に
も
見
え
ず
な
ど
あ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
け

り
。
心こ

こ

地ち

に
は
か
ぎ
り
な
く
心こ
こ
ろ

憂う

く
思
ふ
を
、
し
の
ぶ
る
に
な

む
あ
り
け
る
。
と
ど
ま
り
な
む
と
思
ふ
夜よ

も
、
な
ほ
「
い
ね
」
と

い
ひ
け
れ
ば
、
わ
が
か
く
歩
き
す
る
を
ね
た
ま
で
、
こ
と
わ
ざ
す
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る
に
や
あ
ら
む
。
さ
る
わ
ざ
〔
ヲ
〕
せ
ず
は
、
恨う
ら

む
る
こ
と
も
あ

り
な
む
な
ど
、
心
の
う
ち
に
思
ひ
け
り
。（
大
和
・
百
四
十
九
）

大
和
や
ま
と

の
国
、
葛
城
か
つ
ら
ぎ

の
郡こ
お
り

に
住
む
男お
と
こ

女お
ん
な

の
話
で
あ
る
。
波
線
部

を
手
掛
か
り
に
〈
わ
が
か
く
歩
き
す
る
を
ね
た
ま
で
、
こ
と
わ
ざ
す

る
行
為
〔
ヲ
〕〉
が
そ
の
「
さ
る
わ
ざ
〔
ヲ
〕」
の
指
示
内
容
で
あ
る

と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
「
こ
と
わ
ざ
」
は
夫
で
は
な
い

男
を
通
わ
せ
る
行
為
で
、
そ
の
「
わ
ざ
」
は
実
質
名
詞
だ
が
、
当
然
、

非
難
す
べ
き
行
為
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
受
け
る
指
示
表
現
「
さ
る

わ
ざ
」
も
、
形
式
名
詞
「
わ
ざ
」
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

〇
こ
の
筑
紫
の
妻
、
し
の
び
て
男
し
た
り
け
る
。
そ
れ
を
、
人
の
と

か
く
い
ひ
け
れ
ば
、
よ
み
た
り
け
る
。

夜よ

は
に
い
で
て
月
だ
に
見
ず
は
あ
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
が
ほ
に
も

い
は
ま
し
も
の
を

と
な
む
。、
か
か
る
わ
ざ
を〇

す
れ
ど
、
も
と
の
妻
、
い
と
心
よ
き
人

な
れ
ば
、
男
に
も
、
い
は
で
の
み
あ
り
わ
た
り
け
れ
ど
も
、
…
。

（
大
和
・
百
四
十
一
）

第
三
章
に
お
い
て
、「
男
〔
ヲ
〕
す
」
の
用
例
と
し
て
も
引
い
た
本

文
で
あ
る
。
波
線
部
を
手
掛
か
り
に
、〈
筑
紫
の
妻
の
、
し
の
び
て
男

し
け
る
を
、
人
の
と
か
く
い
ひ
け
る
に
、「
夜よ

は
に
い
で
て
…
」
と
い

ふ
自
嘲
ぎ
み
な
る
歌
を
詠
み
な
ど
し
け
る
行
為
を
〉
が
、
そ
の
「
か

か
る
わ
ざ
を
」
の
指
示
内
容
と
見
え
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
、

そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
と
こ
ろ
だ
け
引
い
て
あ
る
が
、
実
際
の
文
章

と
し
て
は
、「
よ
し
い
ゑ
と
い
ひ
け
る
宰さ

い

相し
や
う

の
は
ら
か
ら
、
大
和
や
ま
と

の

掾じ
や
う

と
い
ひ
て
あ
り
け
り
。」
か
ら
始
ま
っ
て
、
前
に
四
文
、
そ
の
背

景
が
あ
る
。
究
極
的
に
誰
の
行
為
か
を
絞
り
込
ん
で
、
そ
の
描
写
が

ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
を
見
定
め
て
、
そ
の
指
示
内
容
を
確
認
す
る
目

が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
指
示
語
と
し
て
の
連
体
詞
「
さ
る
」「
か
か
る
」
は
、

当
然
、
概
念
の
見
え
る
名
詞
に
も
冠
せ
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の

被
修
飾
語
は
、
今
回
、
そ
の
用
例
資
料
と
し
た
四
作
品
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
連
用
形
名
詞
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
連
用
形
の
基
本

形
と
し
て
の
動
詞
が
、
そ
の
他
動
詞
「
す
」
の
動
作
で
あ
る
と
見
る

こ
と
で
、読
解
の
大
き
な
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
の
話
は
、
若
い
人
が
人
目
を
ひ
く
召
し
使
い
の
女
を
愛
し
い
と

思
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
男
の
親
は
、
そ
の
女

を
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
男
が
抵
抗
で
き
な
い
ま
ま
で
い
る
う
ち

に
、
女
は
誰
か
に
連
れ
て
い
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
男
は
、
そ
の
思
い
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を
歌
に
詠
む
や
、
失
神
し
て
し
ま
っ
た
。

〇
…
親
、
こ
の
女
を
追
ひ
う
つ
。
男
、
血
の
涙
を
流
せ
ど
も
、
と
ど

む
る
よ
し
な
し
。
率ゐ

て
い
で
て
い
ぬ
。
男
泣
く
泣
く
よ
め
る
。

い
で
て
い
な
ば
た
れ
か
別
れ
の
か
た
か
ら
む
あ
り
し
に
ま
さ
る

今
日

け

ふ

は
悲
し
も

と
よ
み
て
絶た

え
入い

り
に
け
り
。
親
あ
わ
て
に
け
り
。
な
ほ
思
ひ
て

こ
そ
い
ひ
し
か
、
い
と
か
く
し
も
あ
ら
じ
と
思
ふ
に
、
真
実
し
ん
じ
ち

に
絶

え
入
り
に
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
て
願ぐ
わ
ん

立
て
け
り
。
今
日
の
い
り
あ

ひ
ば
か
り
に
絶
え
入
り
て
、ま
た
の
日
の
戌い
ぬ

の
時
ば
か
り
に
な
む
、

か
ら
う
じ
て
い
き
い
で
た
り
け
る
。
む
か
し
の
若
人
わ
か
う
ど

は
、
さ
る
す

け
る
物
思
ひ
を〇

な
む
し
け
る
。（
伊
勢
・
四
十
）

そ
の
若
い
男
の
「
す
け
る
物
思
ひ
」
は
、
ど
こ
か
ら
始
ま
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
親
、あ
わ
て
に
け
り
。」

以
降
の
描
写
は
、そ
の
男
が「
…
絶
え
入
り
に
け
り
。」の
後
な
の
で
、

男
の
「
す
け
る
物
思
ひ
」
な
ど
、
述
べ
ら
れ
て
い
よ
う
は
ず
も
な
い
。

波
線
部
を
手
掛
か
り
と
し
て
、〈
召
し
使
ひ
の
女
を
愛
し
く
思
ふ
若

き
男
の
親
、
そ
の
女
を
追
ひ
う
て
む
と
す
る
に
、
人
、
そ
の
女
を
率

て
家
を
出
で
け
れ
ば
、
そ
の
男
の
、「
い
で
て
い
な
ば
…
」
と
い
ふ
歌

詠
み
て
絶
え
入
る
ば
か
り
の
一
途
な
る
物
思
ひ
を
〉
ぐ
ら
い
の
と
こ

ろ
が
、「
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
」
の
指
示
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
の
他
動
詞
「
し
（
↓
す
）」
が
〈
思
ふ
〉
動
作
を
担
っ
て
い
る

こ
と
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

前
章
・
第
四
章
の
末
尾
に
お
い
て
も
見
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
指

示
内
容
が
指
示
語
の
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
本
文
の
該
当
用

例
に
も
見
ら
れ
る
。
大
納
言
に
は
、
美
し
い
娘
が
い
て
、
帝
に
差
し

上
げ
よ
う
と
大
事
に
育
て
て
い
た
が
、
そ
こ
に
仕
え
て
い
た
内う

舎
人
ど
ね
り

が
、
そ
の
娘
を
見
て
、
恋
し
く
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

う
思
う
あ
ま
り
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
と
、
何
度
も
言
い
続

け
て
い
た
。
そ
し
て
、
た
ま
た
ま
、
娘
が
出
て
来
た
と
こ
ろ
を
瞬
時

に
抱
き
す
く
め
て
、
馬
に
乗
せ
て
、
陸み

奥ち

の
国く
に

へ
、
逃
げ
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

〇
（
内
舎
人
、
大
納
言
の
女む

す
め

に
、）「
せ
ち
に
聞き
こ

え
さ
す
べ
き
こ
と
な

む
あ
る
」
と
い
ひ
わ
た
り
け
れ
ば
、（
大
納
言
の
女
）「
あ
や
し
。

な
に
ご
と
ぞ
」と
い
ひ
て
い
で
た
ち
け
る
を
、さ
る
心
ま
う
け〔
ヲ
〕

し
て
、
ゆ
く
り
も
な
く
か
き
抱
き
て
、
馬
に
乗
せ
て
陸み

奥ち

の
国く

に

へ
、

夜よ
る

と
も
い
は
ず
昼
と
も
い
は
ず
、
逃
げ
て
い
に
け
り
。
安あ

積さ
か

の

郡こ
ほ
り

、
安
積
山
と
い
ふ
所
に
庵い

ほ
り

を
つ
く
り
て
、
こ
の
女
を
す
ゑ
て
、

里
に
出
て
物
な
ど
は
も
と
め
て
来き

つ
つ
食
は
せ
て
、
年
月

と
し
つ
き

を
経へ

て
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あ
り
へ
け
り
。（
大
和
・
百
五
十
五
）

「
さ
る
心
ま
う
け
〔
ヲ
〕」
は
、
直
前
を
含
め
て
、
し
か
し
、
主
と

し
て
指
示
表
現
以
降
の
描
写
か
ら
、〈
大
納
言
の
女
の
い
で
き
た
ら

ば
、
か
き
抱
き
て
、
馬
に
乗
せ
、
陸
奥
の
国
へ
逃
げ
て
ゆ
き
、
安
積

山
の
麓ふ

も
と

に
庵
を
つ
く
り
て
、
そ
の
女
を
す
ゑ
て
、
年
月
を
あ
り
へ
む

と
い
ふ
心
ま
う
け
〔
ヲ
〕〉
と
い
う
よ
う
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
波
線
部
が
そ
の
指
示
内
容
を
捉
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
他
動
詞
「
し
（
↓
す
）」
は
〈（
心
の
な
か
で
）
準
備

す
る
〉
と
い
う
心
内
の
動
作
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

六

指
示
語
と
し
て
の
副
詞
「
か
く
」「
さ
」
が
賓
語
と
な
っ

て
い
る
他
動
詞
「
す
」

指
示
語
と
し
て
の
副
詞
「
か
く
」「
さ
」
が
、
他
動
詞
「
す
」
の
賓

語
と
な
っ
て
い
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
現
代
人
の
認
識
が
、
そ
の
賓

語
は
ヲ
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
意
識
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
そ
の
指
示
内
容
は
、
ヲ
格
賓
語
と
な
る
よ
う
に
言
い
換
え
て
受

け
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
か
く
」
は
、「
か
か
る
こ
と
を
」「
か

か
る
わ
ざ
を
」
に
、「
さ
」
は
、「
さ
る
こ
と
を
」「
さ
る
わ
ざ
を
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
言
い
換
え
て
指
示
内
容
を
受
け
と
め
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
こ
と
」
か
「
わ
ざ
」
か
の
別
は
、
そ

の
指
示
内
容
の
評
価
に
関
わ
っ
て
の
相
違
で
あ
る
の
で
、
本
章
の
、

以
下
の
論
述
に
お
い
て
は
、
そ
の
別
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
と
す

る
。そ

の
話
は
、
帝
が
お
心
を
お
掛
け
に
な
っ
て
い
る
召
し
使
い
の
女

で
、
禁き

ん

色じ
き

を
許
さ
れ
た
人
が
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
女
は
、

殿
上
の
間
に
仕
え
る
在
原
あ
り
わ
ら

氏
の
若
い
男
と
知
り
合
う
仲
と
な
っ
て
い

た
。
男
は
、女
房
た
ち
の
部
屋
に
立
ち
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
に
や
っ
て
来
て
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。

〇
殿て

ん

上じ
や
う

に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
あ
り
は
ら

な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か

り
け
る
を
、
こ
の
女
あ
ひ
し
り
た
り
け
り
。
男
、
女
が
た
ゆ
る
さ

れ
た
り
け
れ
ば
、
女
の
あ
る
所
に
来き

て
む
か
ひ
を
り
け
れ
ば
、
女
、

「
い
と
か
た
は
な
り
。
身
も
亡
び
な
む
、
か
く
な
せ
そ
」
と
い
ひ
け

れ
ば
、
…
。（
伊
勢
・
六
十
五
）

そ
の
女
は
、
知
り
合
い
と
な
っ
た
在
原
氏
の
若
い
男
の
、
そ
の
よ

う
に
執
拗
な
ほ
ど
に
纏ま

つ

わ
り
つ
く
素
振
り
を
嫌
っ
て
、「
か
く
な
せ

そ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
か
く
」
は
、「
か
か
る
わ
ざ
を
」

に
言
い
換
え
ら
れ
、〈
女
の
あ
る
所
に
入
り
来
て
、
向
か
ひ
あ
へ
る
わ

ざ
を
〉
ぐ
ら
い
に
読
み
と
っ
た
ら
、
そ
の
禁
止
す
る
指
示
内
容
が
明
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ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
他
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
は
、

〈
入
り
来
て
、
向
か
ひ
あ
ふ
〉
動
作
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
歌
物
語
に
は
、
そ
の
続
き
が
あ
る
。「
か
く
な
せ
そ
」

と
言
わ
れ
た
男
は
、「
思
ふ
に
は
し
の
ぶ
る
こ
と
ぞ
ま
け
に
け
る
あ

ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」と
詠
ん
で
、女
が
自
室
に
下
が
っ

て
い
て
も
、
こ
の
お
部
屋
に
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ

た
の
で
、
女
は
里
へ
帰
っ
て
し
ま
う
。
す
る
と
、
男
は
、
そ
の
女
の

里
へ
し
ば
し
ば
尋
ね
て
い
っ
た
の
で
、
人
々
は
そ
の
話
を
聞
い
て

笑
っ
た
の
だ
っ
た
。
朝
早
く
、
主
殿

と
の
も

司づ
か
さ

が
見
る
と
、
こ
っ
そ
り
宮
中

へ
戻
っ
た
男
は
、
沓く
つ

は
奥
の
ほ
う
に
投
げ
入
れ
て
、
昨
夜
宿
直
し
た

よ
う
に
見
せ
て
、
殿
上
の
間
に
上
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ぐ
あ
い

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
、
そ
の
一
連
の
動
作
を
「
か
く
」
で

受
け
と
め
て
、
総
括
す
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
活
字
本
テ
キ
ス
ト
で

は
、
そ
こ
で
改
行
さ
れ
て
、
次
の
段
落
の
冒
頭
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

〇
か
く

か
た
は
に
し
つ
つ
あ
り
わ
た
る
に
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な

り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
亡ほ
ろ

び
ぬ
べ
し
、
と
て
、
こ
の
男
、「
い
か

に
せ
む
、
わ
が
か
か
る
心
や
め
た
ま
へ
」
と
、
仏ほ
と
け

神か
み

に
も
申
し
け

れ
ど
、
…
。（
伊
勢
・
承
前
）

こ
の
「
か
く
」
も
、「
か
か
る
わ
ざ
を
」
に
言
い
換
え
て
、〈
人
の

目
を
無
視
し
て
、
女
の
曹
司
に
ま
で
押
し
か
け
、
さ
ら
に
、
女
の
里

に
帰
る
や
、
そ
の
里
に
ま
で
行
き
通
ひ
て
、
世
の
人
々
の
笑わ
ら

ひ
種ぐ
さ

に

な
る
も
、
な
ほ
通
ひ
つ
づ
け
、
つ
と
め
て
、
女
の
里
よ
り
宮
中
に
出

仕
し
て
、
沓
を
奥
の
方か

た

に
投
げ
入
れ
な
ど
す
る
行
為
を
〉
ぐ
ら
い
の

と
こ
ろ
を
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
男
の
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
指
示
語
と
し
て
の
副
詞
「
か
く
」
で
述
べ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

指
示
語
と
し
て
の
副
詞
「
さ
」
も
ま
た
、
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語

と
な
っ
て
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
た
一
連
の
行
為
の
あ
ら
ま
し
を
指
し

て
い
う
際
に
用
い
ら
れ
る
。
例
の
、「
生
田
川
」
と
題
さ
れ
る
歌
物
語

は
、
摂せ

つ

津つ

の
国く
に

の
女
に
二
人
の
男
が
思
い
を
寄
せ
た
話
で
あ
る
。
二

人
の
男
の
愛
情
に
差
が
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
女
の
親
が
水

鳥
を
射
さ
せ
て
勝
負
を
つ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
一
人
の
男
は
水

鳥
の
頭
を
射
、
い
ま
一
人
の
男
性
は
水
鳥
の
尾
を
射
る
結
果
と
な
っ

て
、
つ
い
に
女
は
川
に
身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
。
男
二
人
も
、
身
を

投
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
女
の
塚
の
傍
ら
に
、
さ
ら
に
塚
を
二
つ
つ

く
っ
て
埋
葬
す
る
こ
と
に
な
る
。

〇
さ
て
こ
の
男
は
、
く
れ
竹た

け

の
よ
長
き
を
切
り
て
、
狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

、
袴は

か
ま

、
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烏
帽
子

え

ぼ

し

、
帯お

び

と
を
入
れ
て
、
弓ゆ

み

、
胡や

な

簶ぐ
ひ

、
太た

刀ち

な
ど
を
入
れ
て
ぞ

う
づ
み
け
る
。
い
ま
ひ
と
り
は
お
ろ
か
な
る
親
に
や
あ
り
け
む
、

さ
も
せ
ず
ぞ
あ
り
け
る
。（
大
和
・
百
四
十
七
）

〈
く
れ
竹
の
節よ

長
き
を
切
り
て
垣
と
し
、狩
衣
・
袴
・
烏
帽
子
・
帯
・

ま
た
、
弓
・
胡
簶
・
太
刀
な
ど
を
（
副
葬
品
と
し
て
）
入
る
る
こ
と

を
〉
が
、
そ
の
「
さ
」
を
「
さ
る
こ
と
を
」
と
解
し
て
、
そ
れ
を
具

体
的
に
捉
え
た
指
示
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
せ
（
↓
す
）」
は
、〈（
副
葬
品
を
副そ

え
て
）
埋
葬
す
る
〉
行
為
を
担
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、こ
の
本
文
と
し
て
は
、打
消
の
助
動
詞「
ず
」

が
付
い
て
い
る
の
で
、
副
葬
品
な
ど
を
副
え
る
形
式
で
は
な
く
埋
葬

し
た
、
と
読
解
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
副
詞
賓
語
「
か
く
」
を
、
ヲ
格
賓
語
「
か
か
る
こ
と
を
」

「
か
か
る
わ
ざ
を
」
に
、
副
詞
賓
語
「
さ
」
を
、
ヲ
格
賓
語
「
さ
る
こ

と
を
」「
さ
る
わ
ざ
を
」に
、そ
れ
ぞ
れ
読
み
換
え
て
読
解
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
読
解
の
便
宜
と
し
て
試
み
た
要
領
で
し
か
な
い
が
、
そ
こ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
他
動
詞
「
す
」
の
概
念
把
捉
に
は
有
効
な
読
解

法
と
自
負
し
て
い
る
。
指
示
語
と
し
て
の
副
詞
「
か
く
」「
さ
」
が
こ

の
よ
う
に
他
動
詞
「
す
」
の
賓
語
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ

ど
に
他
動
詞
「
す
」
の
担
え
る
概
念
に
広
が
り
が
見
ら
れ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

七

既
出
表
現
を
手
掛
か
り
に
ヲ
格
賓
語
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
い
る
他
動
詞
「
す
」

第
五
章
に
お
い
て
、
人
目
を
ひ
く
召
し
使
い
の
女
に
対
す
る
思
い

を
歌
に
詠
む
や
、失
神
し
て
し
ま
っ
た
男
の
話
を
引
い
た
。
そ
の「
さ

る
す
け
る
物
思
ひ
」
に
続
く
表
現
で
あ
る
。

〇
む
か
し
の
若
人

わ
か
う
ど

は
、
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今
の

お
き
な
、
ま
さ
に
し
な
む
や
。（
伊
勢
・
四
十
）

右
の
他
動
詞
「
し
（
↓
す
）」
に
は
、
そ
の
賓
語
が
見
当
た
ら
な
い
。

当
節
の
老
人
は
、
ど
う
し
て
す
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
し
な
い
だ
ろ
う
、

と
読
み
と
れ
て
も
、
何
を
す
る
の
か
、
そ
こ
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

一
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
文
を
見
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、

「
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を〇

な
む
し
け
る
。」
と
あ
っ
て
、
そ
の
ヲ
格
賓

語
「
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
（
な
む
）」
を
、
そ
の
ま
ま
借
り
て
詠
む

「
今
の
お
き
な
、
ま
さ
に
し
な
む
や
。」
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
表
現
の
関
係
に
つ
い
て
、
松
下
大
三
郎
は
、
詞
の
実
質
化
と

呼
ん
で
、「
昨
年
は
旅
行
し
た
が
今
年
は
し
な
い
」
な
ど
の
用
例
を
引

い
て
(
)

い
る
。
12
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〇
…
こ
の
人
、
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い

ひ
て
、「
波
の
立
つ
な
る
こ
と
」
と
う
る
へ
い
ひ
て
、
よ
め
る
歌
、

行ゆ

く
先
に
立
つ
白
浪
の
声
よ
り
も
お
く
れ
て
泣
か
む
わ
れ
や
ま

さ
ら
む

と
ぞ
よ
め
る
。
…
こ
の
歌
を
、
こ
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、

一
人

ひ
と
り

も
返
し
せ
ず
。
し
つ
べ
き
人
も
ま
じ
れ
れ
ど
、
こ
れ
を
の
み

い
た
が
り
、物
を
の
み
食
ひ
て
、夜よ

更ふ

け
ぬ
。（
土
佐
・
一
月
七
日
）

破わ
り

子ご

を
持
た
せ
て
や
っ
て
来
た
人
は
、
一
首
詠
ん
で
褒
め
て
も
ら

お
う
と
思
っ
て
や
っ
て
来
た
よ
う
だ
が
、
誰
も
返
歌
し
な
か
っ
た
。

そ
の
「
…
一
人
も
返
し
せ
ず
。」
に
続
く
、
次
文
の
「
し
つ
べ
き
人
も

ま
じ
れ
れ
ど
」
の
「
し
（
↓
す
）」
は
、
前
文
末
尾
の
「
返
し
〔
ヲ
〕

せ
ず
。」
の
「
返
し
〔
ヲ
〕」
と
い
う
ヲ
格
賓
語
を
、
そ
の
ま
ま
借
用

し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

〇
仁に
ん

和な
の

中
納
言
の
御み

息や
す
ん

所
（
ど
こ
ろ
）

の
家
に
、
歌
合
せ
む
と
て
し
け
る
時

に
よ
み
け
る
（
古
今
・
春
下
・
一
○
八
・
詞
書
）

右
の
「
歌
合
せ
む
と
て
」
は
、
現
行
一
般
に
は
「
歌
合
は
せ
せ
む

と
て
」と
表
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
歌
合
は
せ〔
ヲ
〕

せ
む
と
て
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
て
」
の
下
に
は
、
読
点
（
、）

が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
続
く
「
し
け
る
時
に
、」
の

「
し
」
に
は
、
ヲ
格
賓
語
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
ヲ
格
賓
語
「
歌
合
は
せ
〔
ヲ
〕」
は
、
既
出
の
「
歌
合
せ

む
と
て
＝
歌
合
は
せ
せ
む
と
て
、」
か
ら
借
用
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

〇
…
か
く
て
す
ま
ず
な
り
て
の
ち
、
中
将
の
も
と
よ
り
、
衣
を
な
む
、

し
に
お
こ
せ
た
り
け
る
。
そ
れ
に
、「
あ
ら
は
ひ
な
ど
す
る
人
な

く
て
、い
と
わ
び
し
く
な
む
あ
る
。
な
ほ
か
な
ら
ず
し
て
た
ま
へ
」

と
な
む
あ
り
け
れ
ば
、
内な
い

侍し

、「
御
心こ
こ
ろ

も
て
あ
る
こ
と
に
こ
そ
は

あ
な
れ
。
…
」
と
な
む
い
ひ
や
り
け
る
（
大
和
・
百
六
十
）

染
殿

そ
め
ど
の

の
内
侍
に
在ざ
い

中ち
ゆ
う

将じ
よ
う

が
通
っ
て
い
た
が
、
内
侍
が
中
将
に
、

も
う
私
に
飽
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
の
歌
を
送
っ
た
と
こ

ろ
、
中
将
か
ら
、
秋
が
来
て
も
私
の
心
は
あ
な
た
を
離
れ
な
い
の
に

と
い
う
返
歌
が
あ
っ
て
、そ
れ
以
来
、中
将
は
通
っ
て
い
か
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
中
将
か
ら
、
着
物
を
仕
立
て
て
も
ら
い
に

よ
こ
し
た
。
さ
ら
に
、「
洗
濯
な
ど
す
る
人
が
い
な
く
て
、
困
っ
て
い

ま
す
。
や
は
り
必
ず
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
き
た
の
で
、
内
侍

は
、「
お
困
り
な
の
は
、
あ
な
た
の
お
心
が
け
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で

す
。
…
」
と
言
っ
て
や
っ
た
。
そ
う
い
う
話
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
他
動
詞
「
す
」
が
三
回
見
ら
れ
る
。「
衣
を
な
む
、
し
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001 中村氏.mcd  Page 19 19/02/20 20:11  v5.51

に
お
こ
せ
た
り
け
る
。」
の
「
し
（
↓
す
）」
は
、
第
三
章
に
お
い
て

観
察
し
て
き
た
非
連
用
形
名
詞
が
賓
語
と
な
っ
て
い
る
他
動
詞「
す
」

で
、〈
仕
立
て
る
〉
意
を
担
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
既
に
、
そ
の
第

三
章
に
お
い
て
確
認
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
続
く
「
あ
ら

は
ひ
な
ど
す
る
人
な
く
て
、」
の
「
す
る
（
↓
す
）」
は
、「
あ
ら
は
ひ

な
ど
〔
ヲ
〕
す
る
」
と
解
す
る
文
脈
に
あ
っ
て
、
連
用
形
名
詞
が
副

助
詞
を
添
え
た
「
あ
ら
は
ひ
な
ど
〔
ヲ
〕」
が
そ
の
ヲ
格
賓
語
と
な
る

他
動
詞
「
す
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
第
二
章
で
見
て
き
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
番
め
の
「
し
（
↓
す
）」
が
、
本
章
で
注
目
し

て
い
る
他
動
詞
「
す
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ヲ
格
賓
語
が
存
在
し

な
い
が
、
実
は
、
会
話
文
の
な
か
の
前
文
に
あ
っ
た
「
あ
ら
は
ひ
な

ど
」
が
借
用
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
「
あ
ら
は
ひ
な
ど
」
が
、
こ
の
三

番
め
の
「
し
（
↓
す
）」
に
と
っ
て
も
、「
あ
ら
は
ひ
な
ど
〔
ヲ
〕」
と

い
う
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

〇
い
づ
も
が
、
は
ら
か
ら
ひ
と
り
は
殿
上
し
て
、
わ
れ
は
え
せ
ざ
り

け
る
時
に
、
よ
み
た
り
け
る
。（
大
和
・
三
十
七
）

出
雲
い
づ
も

の
守か
み

が
、
兄
姉
の
う
ち
、
一
人
は
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
て
、

自
分
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
、
と
い
う
詞
書
そ

の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
物
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
況
で
、「
か

く
咲
け
る
花
も
こ
そ
あ
れ
…
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
殿
上
し
て
、」
は
、「
殿
上
〔
ヲ
〕
し
て
、」

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
「
殿
上
〔
ヲ
〕」
が
他
動
詞
「
し
（
↓
す
）」

の
ヲ
格
賓
語
で
あ
る
。
続
く
「
わ
れ
は
え
せ
ざ
り
け
る
…
」
の
「
せ

（
↓
す
）」
に
は
、
賓
語
が
存
在
し
な
い
が
、
既
出
の
「
殿
上
〔
ヲ
〕」

を
借
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
殿
上
」
は
漢
語
だ
が
、
小
稿
・
第
三

章
の
非
連
用
形
名
詞
が
賓
語
と
な
っ
て
い
る
用
例
に
準
じ
て
解
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

八

深
層
に
配
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
手
掛
か
り
に
ヲ
格
賓
語

が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
他
動
詞
「
す
」

か
ぐ
や
姫
の
美
貌
は
、
帝
の
お
耳
に
も
入
っ
て
、
内な

い

侍し

中
臣
な
か
と
み

の
ふ

さ
子
が
、
竹
取
の
翁
の
家
に
勅
使
と
し
て
見
え
た
。
帝
が
お
召
し
で

あ
る
こ
と
を
伝
え
た
が
、
姫
は
応
じ
な
い
。
す
る
と
、
今
度
は
翁
が

呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
帰
宅
後
、
翁
は
、
姫
に
、

相
談
す
る
口
調
で
語
る
。

〇
翁
、
…
か
ぐ
や
姫
に
語
ら
ふ
や
う
、「
か
く
な
む
帝
の
仰
せ
た
ま
へ

る
。
な
ほ
や
は
仕つ

か

う
ま
つ
り
た
ま
は
ぬ
」
と
い
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫

答
へ
て
い
は
く
、「
も
は
ら
、
さ
や
う
の
宮
仕
へ
つ
か
ま
つ
ら
じ
と
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思
ふ
を
、
し
ひ
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ば
、
消き

え
失う

せ
な
む
ず
。

御み

官つ
か
さ

か
う
ぶ
り
仕
う
ま
つ
り
て
、
死
ぬ
ば
か
り
な
り
」。
翁
い
ら

ふ
る
や
う
、「
な
し
た
ま
ひ
そ
。
…
」
と
い
ふ
。（
竹
取
・
か
ぐ
や

姫
、
帝
の
召
し
に
も
応
ぜ
ず
）

そ
の
翁
の
「
な
し
た
ま
ひ
そ
。」
は
、
現
代
語
訳
す
る
だ
け
だ
っ
た

ら
、〈
な
さ
っ
て
は
い
け
な
い
。〉
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
か

が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
「
し
（
↓
す
）」
が
、〈（
何
か
を
）
行
う
〉

意
の
他
動
詞
で
あ
ろ
う
と
感
じ
と
れ
た
と
し
て
も
、
ヲ
格
賓
語
は
見

当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
前
章
・
第
七
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
既

出
表
現
の
な
か
か
ら
、
ヲ
格
賓
語
に
相
当
す
る
語
句
を
見
つ
け
る
こ

と
も
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
か
ぐ
や
姫
の
発
言
の
う
ち
の
、
ど
の

よ
う
な
事
柄
に
絞
っ
て
、
そ
れ
ら
を
ヲ
格
賓
語
の
形
式
に
整
え
て
想

定
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
う
い
う
読
解
が
要
求
さ
れ
て
い
る
表
現
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
消
え
失
す
る
こ
と
な
ど
〔
ヲ
〕」
か
、
漠
然
と
だ
が
、「
死
ぬ
る
こ

と
な
ど
〔
ヲ
〕」
か
、
と
感
じ
と
れ
よ
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
姫

の
直
前
の
発
言
「
死
ぬ
ば
か
り
な
り
」
を
受
け
て
い
る
と
見
た
く
も

な
ろ
う
。
翁
は
、
そ
の
「
な
し
た
ま
ひ
そ
」
に
続
け
て
、「
か
う
ぶ
り

も
、
わ
が
子
を
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
、
な
に
に
か
は
せ
む
。
さ
は
あ

り
と
も
、
な
ど
か
宮
仕
へ
し
た
ま
は
ざ
ら
む
。
死
に
た
ま
ふ
べ
き
や

う
や
あ
る
べ
き
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
死
ぬ
る
こ

と
な
ど
〔
ヲ
〕」
を
想
定
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
表
現
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
う
。
二
か
所
の
波
線
部
が
手
掛
か
り
に

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

河
原

か
わ
ら

の
院い
ん

は
、
源
み
な
も
と

の
融と
お
る

の
邸
で
、
陸
奥
み
ち
の
く

の
塩
竃
し
お
が
ま

を
ま
ね
て
つ
く

ら
せ
て
、
塩
を
焼
か
せ
た
り
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
融
亡な

き

後あ
と

、
宇
多
院
に
奉
っ
た
の
だ
が
、
宇
多
院
は
、
そ
の
お
邸
を
い
っ
そ

う
風
流
に
お
つ
く
り
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
京
極
の
御
息
所
の
お
部
屋

だ
け
を
お
つ
く
り
に
な
っ
て
、
ご
自
身
も
お
移
り
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
で
、そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
亭て

い

子じ

の
院い
ん

に
は
、

残
さ
れ
た
御
息
所
た
ち
だ
け
が
さ
び
し
く
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
。
春
の
、
藤
の
花
の
盛
り
の
こ
ろ
、
殿
上
人
た
ち
が
見
え
て
、「
院

は
こ
の
花
の
盛
り
を
ご
覽
に
な
ら
な
い
で
」
な
ど
と
言
っ
て
見
て
ま

わ
っ
て
い
る
と
、藤
の
枝
に
文ふ

み

が
結
び
つ
け
て
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、

「
世
の
中
の
…
」
と
い
う
歌
が
書
い
て
あ
っ
た
。
人
々
は
、
し
み
じ
み

と
し
た
思
い
に
浸
っ
た
が
、
ど
の
御
息
所
が
な
さ
っ
た
か
、
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
男
た
ち
は
、「
藤
の
花
は
…
」
と
い
う
歌
を
詠
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ん
だ
の
だ
っ
た
。
以
下
に
、
そ
の
本
文
を
引
こ
う
。

〇
…
春
の
こ
と
な
り
け
り
。（
亭て
い

子じ
の

院ゐ
ん

に
）
と
ま
り
た
ま
へ
る
御
曹

司
ど
も
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
さ
う
ざ
う
し
き
こ
と
を
お
も
ほ
し

け
り
。
殿て

ん

上じ
や
う

人び
と

な
ど
通か
よ

ひ
ま
ゐ
り
て
、
藤ふ
ぢ

の
花は
な

い
と
お
も
し
ろ

き
を
、
こ
れ
か
れ
、「
さ
か
り
を
だ
に
御
覽
ぜ
で
」
な
ど
い
ひ
て
見み

歩あ
り

く
に
、
文ふ

み

を
な
む
結
び
つ
け
た
り
け
る
。
あ
け
て
み
れ
ば
、

世
の
中
の
あ
さ
き
瀬せ

に
の
み
な
り
ゆ
け
ば
昨
日
き
の
ふ

の
ふ
ぢ
の
花
と

こ
そ
見
れ

と
あ
り
け
れ
ば
、
人
々
見
て
、
か
ぎ
り
も
な
く
め
で
あ
は
れ
が
り

け
れ
ど
、
た
が
御
曹
司
の
し
た
ま
へ
る
と
も
知
ら
ざ
り
け
る
。
男

ど
も
の
い
ひ
け
る
。

藤
の
花
色
の
あ
さ
く
も
見
ゆ
る
か
な
う
つ
ろ
ひ
に
け
る
な
ご
り

な
る
べ
し
（
大
和
・
六
十
一
）

右
の「
た
が
御
曹
司
の
し
た
ま
へ
る
と
も
知
ら
ざ
り
け
る
。」の「
し

（
↓
す
）」
も
、
他
動
詞
と
感
じ
と
れ
は
し
よ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
「
し
た
ま
へ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
掛

か
り
と
な
る
波
線
部
か
ら
、「
藤
の
枝
に
文
を
結
び
つ
け
た
り
け
る

こ
と
〔
ヲ
〕」
が
ま
ず
捉
え
ら
れ
る
。
本
文
に
は
「
藤
の
花
」
し
か
出

て
こ
な
い
が
、「
結
び
つ
け
た
り
け
る
」
に
は
、「
藤
の
枝
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
は
、
表
面
的
な
行
為
と
事
物

と
で
、
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
そ
の
「
文
」
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
書
い
て
あ
っ
た
か
で
あ
る
。「「
世
の
中
の
…
」と
い
ふ
歌
詠
み
て
、

藤
の
枝
に
、
そ
の
文
を
結
び
つ
け
た
り
け
る
こ
と
〔
ヲ
〕」
が
、
そ
の

他
動
詞
「
し
（
↓
す
）」
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
ヲ
格
賓
語
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
文
の
、
そ
の
「
し
」
は
、
そ
の
よ
う
な

ヲ
格
賓
語
を
想
定
し
て
読
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
表
現

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
六
章
に
も
引
い
た
、
あ
の
「
生
田
川
」
に
も
、
本
章
に
該
当
す

る
他
動
詞
「
す
」
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
人
の
男
が
水
鳥
の
頭

を
射
、
い
ま
一
人
の
男
が
水
鳥
の
尾
を
射
た
の
で
、
女
は
、
ど
ち
ら

が
勝
ち
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
身
を
投
げ
て
し
ま
う
。
二
人

の
男
も
、
身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
。

〇
…
そ
の
か
み
、
親
い
み
じ
く
さ
わ
ぎ
て
、
と
り
あ
げ
て
な
き
、
の

の
し
り
て
は
ぶ
り
す
。
男
ど
も
の
親
も
来き

に
け
り
。
こ
の
女
の
塚つ
か

の
か
た
は
ら
に
、
ま
た
塚
ど
も
つ
く
り
て
ほ
り
う
づ
む
時
に
、
津

の
國
の
男
の
親
い
ふ
や
う
、「
お
な
じ
国
の
男
を
こ
そ
、
お
な
じ
所

に
は
せ
め
。
こ
と
国
の
人
の
、
い
か
で
か
こ
の
国
の
土
を
ば
を
か

す
べ
き
」
と
い
ひ
て
さ
ま
た
ぐ
る
時
に
、
和
泉
い
づ
み

の
方か
た

の
親
、
和
泉
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の
国
の
土
を
舟
に
は
こ
び
て
、
こ
こ
に
も
て
来
て
な
む
、
つ
ひ
に

う
づ
み
て
け
る
。（
大
和
・
百
四
十
七
）

そ
の
他
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ
格
賓
語
は
、「
塚
を
つ
く
り
て

ほ
り
う
づ
む
こ
と
〔
ヲ
〕」
で
あ
る
。「
塚
」
に
つ
く
接
尾
語
「
ど
も
」

は
、
こ
こ
に
は
不
要
で
あ
る
。
こ
の
「
せ
（
↓
す
）」
に
つ
い
て
、「
う

づ
ま
（
↓
う
づ
む
）」
の
代
動
詞
で
あ
る
な
ど
と
い
う
受
け
と
め
方
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
次
章
・
第
九
章
に
お
い
て
、

い
ま
一
度
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
古
典
語
動
詞
「
す
」
に
も
現
代

語
動
詞
「
す
る
」
に
も
、
そ
の
よ
う
な
代
動
詞
と
い
う
理
解
が
適
切

と
思
え
る
用
例
は
存
在
し
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
「
せ
（
↓

す
）」
は
、
表
現
と
し
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
の
深
層
に

配
さ
れ
て
い
る
事
柄
か
ら
、
ヲ
格
賓
語
「
塚
を
つ
く
り
て
ほ
り
う
づ

む
こ
と
〔
ヲ
〕」
を
想
定
し
て
、
そ
れ
を
受
け
る
他
動
詞
「
す
」
と
し

て
読
ん
で
い
く
と
こ
ろ
と
解
し
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

九

他
動
詞
「
す
」
が
修
飾
語
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
の
ヲ

格
賓
語

―
そ
の
被
修
飾
語
か
ら
読
み
解
く
読
解
法
―

本
章
は
、
修
飾
語
の
な
か
に
用
い
ら
れ
た
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格

賓
語
の
捉
え
方
を
説
こ
う
と
す
る
章
で
あ
っ
て
、
第
六
章
も
そ
う
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
第
六
章
以
上
に
読
解
法
の
章
で
あ
る
。
本
章
の
小

見
出
し
に
、他
動
詞「
す
」が
修
飾
語
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
他
動
詞
「
す
」
が
連
体
修
飾
語
に
含
ま
れ

て
い
る
場
合
と
他
動
詞
「
す
」
が
連
用
修
飾
語
に
含
ま
れ
て
い
る
場

合
と
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
い
っ
て
お
き
た
い
。
以
下
、
そ

の
順
に
述
べ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

連
体
修
飾
語
の
な
か
に
他
動
詞
「
す
」
が
含
ま
れ
て
い
る
用
例
と

し
て
は
、
そ
の
一
文
や
一
首
が
、
古
典
文
学
作
品
と
し
て
広
く
知
ら

れ
て
い
る
二
用
例
を
揚
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
ヲ
格
賓
語
を
捉

え
る
解
法
は
、
極
め
て
容
易
で
、
鮮
や
か
に
解
明
し
て
い
け
る
は
ず

で
あ
る
が
、
時
に
、
あ
る
い
は
、
し
ば
し
ば
、
誤
解
を
生
ん
で
も
い

る
よ
う
で
あ
る
。
早
速
、
そ
の
う
ち
の
一
用
例
を
引
い
て
、
そ
の
他

動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
を
捉
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

〇
男
も
す
な
る><日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女を
ん
な

も
し
て
み
む
と
て
す
る

な
り
。（
土
佐
・
十
二
月
二
十
一
日
）

右
の
「
男
も
す
な
る
日
記
」
の
「
男
も
す
な
る
」
は
、
そ
れ
に
続

く
被
修
飾
語
「
日
記
」
を
修
飾
す
る
連
体
修
飾
語
で
あ
る
。
そ
の
連

体
修
飾
語
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
す
」
は
、
他
動
詞
と
感
じ
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と
れ
る
の
で
、
ヲ
格
賓
語
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
ヲ
格
賓

語
は
、
現
在
、
被
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
「
日
記
」
に
ヲ
格
を
添
え

て
、「
日
記
〔
ヲ
〕」
と
い
う
よ
う
に
想
定
し
た
と
き
に
見
え
て
く
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、『
土
佐
日
記
』
冒
頭
文
の
他
動
詞

「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
は
、「
日
記
〔
ヲ
〕」
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
る
。

因
み
に
、
そ
の
『
土
佐
日
記
』
冒
頭
文
に
見
る
「
し
て
み
む
と
て
」

の
「
し
（
↓
す
）」
や
「
す
る
な
り
」
の
「
す
る
（
↓
す
）」
も
、
他

動
詞
「
す
」
と
感
じ
と
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
ヲ
格
賓
語
は
、

ど
の
よ
う
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
と

も
に
、「
日
記
と
い
ふ
も
の
を
」
で
あ
る
。
そ
の
「
し
（
↓
す
）」
や

「
す
る
（
↓
す
）」
の
主
語
が
「
女
も
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
記
と
い

う
も
の
の
存
在
を
聞
き
知
っ
た
女
性
で
あ
る
筆
者
が
、
そ
の
「
日
記

と
い
ふ
も
の
を
」、
い
ま
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

何
よ
り
も
、
本
文
に
そ
う
書
い
て
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
き
た
他
動
詞
「
す
」「
し
（
↓
す
）」「
す
る
（
↓
す
）」

を
「
書
く
」
と
い
う
動
詞
の
代
動
詞
だ
な
ど
と
い
う
よ
う
な
理
解
を

す
る
こ
と
は
、
適
切
で
は
な
い
。
前
章
・
第
九
章
の
『
大
和
物
語
』

百
四
十
七
段
の
な
か
に
見
ら
れ
た
他
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
も
、
そ

の
具
体
的
な
動
作
を
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
映
像
化
さ
せ
て
、「
う
づ
む
」

の
代
動
詞
だ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
、と
述
べ
て
き
た
。

殊
に
、
こ
の
『
土
佐
日
記
』
冒
頭
文
は
、
高
等
学
校
検
定
教
科
書
教

材
に
極
め
て
し
ば
し
ば
採
用
さ
れ
て
い
て
、
学
習
参
考
書
や
自
習
書

の
な
か
に
、そ
の
よ
う
な
記
事
を
見
た
こ
と
が
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
。

こ
の
機
会
に
、
あ
え
て
脱
線
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

い
ま
一
用
例
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
も
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
載
る
、

次
の
一
首
で
あ
る
。

〇
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し><み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に

け
る
か
な
（
伊
勢
・
六
十
五
・
和
歌
／
古
今
・
恋
一
・
五
○
一
―

第
五
句
「
な
り
に
け
ら
し
も
」）

右
の
「
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
」
の
「
せ
し
」
の

「
せ
（
↓
す
）」
は
、
他
動
詞
と
感
じ
と
れ
る
。
そ
の
「
せ
（
↓
す
）」

の
ヲ
格
賓
語
は
、
い
ま
、
連
体
修
飾
語
と
な
っ
て
い
る
「
…
せ
し
」

の
被
修
飾
語
「
み
そ
ぎ
」
を
ヲ
格
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
想

定
さ
れ
る
。
そ
の
他
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ
格
賓
語
は
、
い
ま
想

定
さ
れ
た
、
そ
の
「
み
そ
ぎ
〔
ヲ
〕」
で
あ
る
。

連
用
修
飾
語
の
な
か
に
他
動
詞
「
す
」
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に

つ
い
て
、
以
下
に
取
り
上
げ
、
観
察
に
併
せ
て
読
解
を
試
み
る
こ
と

と
す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
以
下
に
紹
介
す
る
二
用
例
が
該
当
す
る
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が
、
と
も
に
、
比
況
の
助
動
詞
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
連
用
修
飾
語

の
な
か
に
他
動
詞
「
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
加
え

て
、
と
も
に
、
被
修
飾
語
の
な
か
に
ヲ
格
賓
語
が
見
出
だ
せ
た
り
、

ヲ
格
賓
語
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

〇
あ
づ
さ
弓ゆ

み

ま
弓
つ
き
弓
年と
し

を
経へ

て
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み

〔
ヲ
〕
せ
よ
（
伊
勢
・
二
十
四
・
和
歌
）

そ
の
上
の
句
は
、
序
詞
「
あ
づ
さ
弓
ま
弓
つ
き
弓
」
を
受
け
る
「
年

を
経
て
」
だ
け
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
「
年
を
経
て
」
は
、「
わ
が
せ
し
が
ご
と
」
に
か
か
っ
て
い
る
が
、

い
ま
は
切
り
離
す
こ
と
と
し
て
、「
わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み

〔
ヲ
〕
せ
よ
」
だ
け
観
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
「
わ
が
せ
し
が
ご

と
」
は
「
う
る
は
し
み
〔
ヲ
〕
せ
よ
」
の
連
用
修
飾
語
で
あ
り
、「
う

る
は
し
み
〔
ヲ
〕
せ
よ
」
は
そ
の
被
修
飾
語
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
ず

確
認
さ
れ
る
。
そ
の
「
ご
と
」
が
連
用
形
「
ご
と
く
」
に
相
当
す
る

こ
と
は
、
広
く
認
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

さ
て
、
そ
の
「
…
せ
し
が
ご
と
」
の
「
せ
（
↓
す
）」
が
、
他
動
詞

「
す
」と
感
じ
と
れ
て
も
、ヲ
格
賓
語
が
先
行
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

そ
の
被
修
飾
語
を
見
る
と
、「
う
る
は
し
み
〔
ヲ
〕
せ
よ
」
と
あ
っ
て
、

そ
の
「
せ
よ
（
↓
す
）」
も
他
動
詞
「
す
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
ヲ
格
賓

語
「
う
る
は
し
み
〔
ヲ
〕」
が
、
そ
の
ま
ま
、
先
行
す
る
ヲ
格
賓
語
の

存
在
し
な
い
他
動
詞
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ
格
賓
語
と
見
え
て
く
る
の

で
あ
る
。
そ
の
「
う
る
は
し
み
」
は
、
形
容
詞
「
う
る
は
し
」
に
接

尾
語
「
み
」
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
連
用
形
名
詞
に
準
じ
て
受

け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。『
万
葉
集
』
に
も
、「
さ
百ゆ

合り

花ば
な

ゆ
り
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
今
の
ま
さ
か
も
愛う

る
は

し
み
〔
ヲ
〕
す
れ
」

（
宇
流
波
之
美
須
礼
）（
万
葉
・
１
８
・
四
○
八
八
）
と
い
う
用
例
も

見
ら
れ
た
。

〇
男
、
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、
忍
び
て
立
て
り
て
見
け
れ
ば
、
女
、

嘆な
げ

き
て
寝ぬ

と
て
…
（
伊
勢
・
六
十
三
）

男
を
慕
う
気
持
ち
の
強
い
女
が
、
願
い
叶
っ
て
在ざ
い

五ご

中ち
ゆ
う

将じ
よ
う

と
共

寝
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
そ
の
後
、
男
が
現
れ
な
か
っ
た
の

で
、
男
の
家
に
行
っ
て
覗
き
見
を
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
女
の
家
へ
出

か
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
女
は
、
喜
ん
で

家
へ
帰
り
、
男
を
待
っ
て
い
た
。
男
は
、
そ
の
女
が
し
た
よ
う
に
、

こ
っ
そ
り
立
っ
て
見
る
と
、
女
は
男
恋
し
さ
に
嘆
い
て
寝
よ
う
と
し

て
、
と
い
う
の
が
、
右
の
本
文
で
あ
る
。

そ
の
本
文
の
「
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、」
の
「
せ
（
↓
す
）」
は
、

他
動
詞
で
あ
ろ
う
と
感
じ
と
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
「
せ
（
↓
す
）」
に
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先
行
す
る
ヲ
格
賓
語
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
「
か
の
女
の
せ
し
や
う

に
、」
は
、「
忍
び
て
立
て
り
て
見
れ
ば
、」
の
連
用
修
飾
語
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
被
修
飾
語
「
忍
び
て
立
て
り
て
見
れ
ば
、」
を
手
掛
か
り

に
し
て
、「
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、」
の
「
せ
（
↓
す
）」
の
ヲ
格
賓

語
を
「
忍
び
て
立
て
り
て
見
る
こ
と
〔
ヲ
〕」
と
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、「
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、」
は
、
読
解

で
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
文
に
は
、
そ
の
「
せ
（
↓
す
）」
の
理

解
を
誤
ら
せ
る
事
情
も
あ
っ
た
。

〇
…
さ
て
の
ち
、
男
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
女
、
男
の
家
に
い
き
て
か

い
ま
み
け
る
を
、
男
、
ほ
の
か
に
見
て
、

百も
も

年と
せ

を
一ひ
と

年と
せ

た
ら
ぬ
つ
く
も
髪が
み

わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ
に

見
ゆ

と
て
、
い
で
立
つ
け
し
き
を
見
て
、
う
ば
ら
か
ら
た
ち
に
か
か
り

て
、
家
に
き
て
う
ち
ふ
せ
り
。（
伊
勢
・
前
用
例
の
直
前
の
本
文
）

右
の
波
線
部「
か
い
ま
み
け
る
を
、」を「
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、」

の
「
せ
（
↓
す
」）
が
受
け
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
「
せ
（
↓
す
」）

を
「
か
い
ま
み
る
」
の
代
動
詞
と
見
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
は
、
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
誤
解
で
あ
る
。
そ
の
「
せ
（
↓
す
）」
を
ヲ
格
賓
語
を

必
須
と
す
る
他
動
詞
と
見
て
も
、
そ
の
ヲ
格
賓
語
を
「
か
い
ま
み
る

こ
と
〔
ヲ
〕」
な
ど
と
見
て
し
ま
う
こ
と
も
、
や
は
り
誤
解
で
あ
る
。

連
用
修
飾
語
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
て
ヲ
格
賓
語
が
先
行
し
て
い
な

い
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
は
、
後
続
す
る
被
修
飾
語
に
手
掛
か

り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
、と
い
う
の
が
、当
代
の
日
本
語
構
文
で
あ
っ

た
ろ
う
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

十

他
動
詞
「
す
」
に
は
必
須
と
見
た
い
ヲ
格
賓
語

他
動
詞
「
す
」
は
、
す
べ
か
ら
く
ヲ
格
賓
語
を
必
要
と
す
る
性
質

を
有
し
て
い
た
、
と
見
る
こ
と
で
、
他
動
詞
「
す
」
の
具
体
的
な
読

解
に
、
一
定
の
安
堵
感
が
与
え
ら
れ
る
も
の
と
思
お
う
と
思
っ
て
い

る
。
た
だ
、
確
か
な
ヲ
格
賓
語
と
し
て
他
動
詞
「
す
」
に
先
行
す
る

線
状
性
を
も
っ
て
ヲ
格
賓
語
が
登
場
す
る
の
は
、
小
稿
の
第
二
章
に

引
い
た
該
当
用
例
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
に
も
、
ヲ
格
賓

語
と
し
て
適
正
な
格
関
係
の
認
め
ら
れ
る
用
例
は
、
も
ち
ろ
ん
存
在

す
る
が
、
若
干
そ
う
は
い
い
き
れ
な
い
飛
躍
し
た
関
係
の
賓
語
も
見

ら
れ
て
、
そ
れ
ら
用
例
か
ら
第
九
章
ま
で
の
各
用
例
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
、
第
二
章
の
用
例
の
よ
う
に
は
、
そ
の
ヲ
格
賓
語
が
配
さ

れ
て
い
る
表
現
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
い
ず

れ
も
が
、
ヲ
格
賓
語
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
表
現
さ
れ
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て
い
る
と
筆
者
に
は
ほ
ぼ
推
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ

ら
、
第
二
章
に
見
た
よ
う
な
型
通
り
の
ヲ
格
賓
語
を
他
動
詞
「
す
」

に
先
行
さ
せ
て
い
な
い
各
用
例
に
つ
い
て
、
適
正
な
ヲ
格
賓
語
に
整

え
て
読
解
し
て
い
く
方
途
を
探
っ
て
い
て
、
成
っ
て
し
ま
っ
た
も
の

が
小
稿
で
あ
る
。

小
稿
が
、
時
代
を
、
さ
ら
に
は
作
品
を
ま
で
絞
っ
て
調
査
し
た
事

情
に
つ
い
て
は
、
既
に
第
一
章
に
触
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど

に
、
こ
の
動
詞
「
す
」
は
、
時
代
と
作
品
と
で
異
な
る
機
能
を
見
せ

る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
近
年
に
限
っ
て
も
、
数
編
の
動
詞

「
す
」
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
な
ど
を
発
表
し
て
き
て
い
る
が
、
そ
し

て
、
そ
れ
ら
は
、
上
代
・
中
古
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
は

今
回
で
、
そ
れ
ま
で
に
観
察
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
動
詞
「
す
」
の

用
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
今
回
、
そ
の
動
詞
「
す
」
を
他
動
詞
「
す
」
に
限
っ
て
、
そ

の
賓
語
も
、
ヲ
格
賓
語
と
し
て
、
関
係
す
る
賓
語
を
、
そ
の
よ
う
に

転
換
さ
せ
て
読
解
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、し
か
し
、

そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
検
討
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
ま
た

ま
、
引
用
例
文
と
の
関
係
か
ら
、「
四
十
の
賀
〔
ヲ
〕
す
」
や
「
殿
上

〔
ヲ
〕
す
」
に
も
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
実
は
、
漢
語
を
賓
語
と

す
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
調
査
を
見
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第

三
章
の
非
連
用
形
名
詞
が
賓
語
と
な
っ
て
い
る
用
例
に
つ
い
て
は
、

表
面
的
に
は
ヲ
格
と
見
え
て
も
、
そ
こ
に
格
関
係
の
飛
躍
が
あ
る
か

に
見
え
る
用
例
も
あ
っ
て
、
そ
の
確
認
の
不
十
分
な
も
の
を
残
し
て

き
た
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。
そ
ん
な
段
階
に
あ
る
の
だ
が
、
と
に
か

く
他
動
詞
「
す
」
は
、
そ
の
賓
語
を
ヲ
格
賓
語
に
位
置
づ
け
て
読
ま

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
え
て
き
て
、
他
動
詞

「
す
」は
、ヲ
格
賓
語
を
必
須
と
し
て
用
い
ら
れ
る
、と
見
よ
う
と
思
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
形
容
詞
連
用
形
に
直
接
す
る
他
動
詞
「
す
」

と
し
て
の
「
か
な
し
う
す
」（
伊
勢
・
八
十
四
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、

別
途
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

一
群
を
除
い
て
、
他
動
詞
「
す
」
は
、
ヲ
格
賓
語
を
必
須
と
し
て
用

い
ら
れ
る
、と
見
る
こ
と
で
、適
切
な
読
解
が
な
さ
れ
る
も
の
と
思
っ

て
い
る
。注

（
１
）
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
年
）
第
一
部

語
論

第
三
章

語
の
性
質

第
二

用
言

四

形
式

用
言
の
三

一
二
ペ
ー
ジ
か
ら
三
二
五
ペ
ー
ジ
ま
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
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を
、
筆
者
と
し
て
受
け
と
め
て
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
。「
賓
語
」
に
つ
い

て
も
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
筆
者
と
し
て
受
け
と
め

て
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
。

（
２
）
い
ま
、
そ
の
現
行
古
語
辞
典
の
例
と
し
て
『
古
語
大
辞
典
』（
中
田

祝
夫
編
監
修
／
小
学
館
・
昭
和
五
十
八
年
）
を
参
看
し
た
。
た
だ
、
そ

の
ブ
ラ
ン
チ
②
は
、
志
向
を
意
味
す
る
「
…
む
と
す
」
の
「
す
」
と
の
相

違
が
微
妙
で
、
一
般
に
は
立
項
さ
れ
な
い
。
ブ
ラ
ン
チ
③
は
、
現
在
、

多
く
が
接
続
助
詞
「
し
て
」
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
３
）
拙
稿
「
連
体
修
飾
語
を
必
須
と
す
る
「
さ
ま
」「
心
地
こ
こ
ち

」「
け
は
ひ
」

な
ど
と
、
そ
の
述
語
と
な
る
自
動
詞
「
す
」
と
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
雜

誌
」
第
一
一
七
巻
九
号
・
平
成
二
十
八
年
）。

（
４
）
拙
稿
「『
源
氏
物
語
』
の
動
詞
「
す
」
の
読
解
」
―
ヲ
格
＋
ニ
格
＋

「
す
」
構
文
へ
の
注
目
―
（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
六
巻
六
号
・
平
成
二
十

七
年
）。

（
５
）
拙
稿
「『
万
葉
集
』
歌
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
―
十
五
の
観
察
視

点
―
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
紀
要
」
第
五
十
号
・
平
成
二
十

八
年
）。

（
６
）
拙
稿
「『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』『
拾
遺
和
歌
集
』『
後
拾
遺

和
歌
集
』」
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

紀
要
」
第
五
十
一
号
・
平
成
二
十
九
年
）。

（
７
）
拙
稿
「『
金
葉
和
歌
集
』『
詞
花
和
歌
集
』『
千
載
和
歌
集
』『
新
古
今

和
歌
集
』
の
動
詞
「
す
」
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
紀

要
」
第
五
十
二
号
・
平
成
三
十
年
）。

（
８
）
注
（
５
）
の
拙
稿
の
な
か
で
検
出
し
た
連
用
形
名
詞
が
ヲ
格
賓
語

と
な
る
用
例
は
、
異
な
り
語
数
で
小
稿
に
い
う
【
第
Ⅰ
群
】
が
四
十
七

語
、【
第
Ⅱ
群
】
が
七
語
、【
第
Ⅲ
群
】
が
十
一
語
見
ら
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、『
万
葉
集
』
歌
の
な
か
に
は
、
ヲ
格
賓
語
と
な
っ
た
連
用
形
名
詞
が

六
十
五
語
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
９
）
拙
稿
「
例
示
の
副
助
詞
「
な
ど
」
に
よ
っ
て
起
用
さ
れ
た
補
助
動
詞

「
す
」
に
つ
い
て
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
一
一
六
巻
十
二
号
・
平
成
二
十

七
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

）「
髪
あ
げ
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
に
、
そ
の
解
説
を
試
み
て
あ
る
。

10「
山
ぶ
み
」
も
、
単
に
山
を
踏
む
こ
と
で
は
な
く
、〈
金
峰
山
・
高
野
山
・

竹ち
く

生ぶ

島し
ま

な
ど
霊
山
の
山
行
〉
を
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
返
し
」
も

〈
返
歌
〉
に
限
っ
て
理
解
し
、「
行
ひ
」
も
〈
勤
行
〉
を
指
し
て
い
う
仏
教

関
係
用
語
と
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
連
用
形
名
詞
と
い
え

よ
う
か
。

（

）
拙
稿
「
連
体
修
飾
語
を
冠
す
る
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」」

11（「
國
學
院
雑
誌
」
第
一
一
八
巻
第
一
二
号
・
平
成
二
十
九
年
十
二
月
）

に
お
い
て
、
和
歌
の
類
句
「
恋
も
す
る
か
な
」
に
注
目
し
た
と
き
、
そ
こ
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に
は
連
体
修
飾
語
が
必
須
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ

れ
は
、『
万
葉
集
』
歌
に
見
る
「
恋
も
す
る
か
も
」
が
連
体
修
飾
語
を
冠

し
て
い
た
形
式
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
、
他
動
詞
「
す
」
の
ヲ
格
賓
語
に
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
連

用
形
名
詞
が
現
れ
る
契
機
と
な
っ
た
も
の
と
推
論
し
た
。
こ
こ
に
は
、

そ
の
典
型
的
な
二
首
を
引
い
て
お
く
。

〇
ほ
と
と
ぎ
す
な
鳴
く
や
さ
月
の
あ
や
め
草
あ
や
め
も
知し

ら
ぬ
恋〔
ヲ
〕

も
す
る
哉
（
か
な
）

（
古
今
・
恋
一
・
四
六
九
）

〇
あ
ひ
お
も
は
で
う
つ
ろ
ふ
色
を
見
る
物
を
花
に
知
ら
れ
ぬ
な
が
め

〔
ヲ
〕
す
る
哉
（
か
な
）

（
後
撰
・
春
下
・
五
九
）

な
お
、
そ
の
連
体
修
飾
語
に
つ
い
て
は
、
警
戒
を
要
す
る
場
合
が
、
時

に
見
ら
れ
る
。「
藤
原
ふ
ぢ
は
ら

の
と
き
ざ
ね
、船ふ
な

路ぢ

な
れ
ど
馬
の
は
な
む
け〔
ヲ
〕

す
。」（
土
佐
・
十
二
月
二
十
二
日
）
に
見
ら
れ
た
、
そ
の
「
馬
の
は
な
む

け
」
は
、「
は
な
む
け
」
に
「
馬
の
」
と
い
う
連
体
修
飾
語
が
冠
せ
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
。「
馬む
ま

の
鼻は
な

」
に
下
二
段
活
用
動
詞
「
向
く
」
の
連
用

形
が
付
い
て
構
成
さ
れ
た
複
合
名
詞
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
構
成

か
ら
は
、【
第
Ⅰ
群
】
に
属
す
る
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（

）
松
下
大
三
郎
『
改
撰
標
準
日
本
文
法
』（
紀
元
社
・
昭
和
二
年
）
第

12六
編
詞
の
相
関
論

第
二
章
成
分
の
統
合

第
三
節
補
語
と
形
式

語

詞
の
実
質
化
（
簶
九
七
ペ
ー
ジ
）
に
見
る
用
例
で
あ
る
。
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