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旨

動
詞
の
自
動
詞
・
他
動
詞
は
西
洋
語
の
文
法
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ
が
、

国
語
で
は
明
確
に
区
別
で
き
な
い
。
一
方
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
は
自
の

詞
・
他
の
詞
、
裏
・
表
、
こ
な
た
・
あ
な
た
、
み
づ
か
ら
の
こ
と
・
人
の
こ

と
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
古
典
の
歌
文
を
解
釈
し
、
言
語
主
体
（
話
手
）
の

動
詞
に
よ
る
表
現
意
識
（
意
味
）
を
究
め
て
き
た
。
ま
た
、
渡
辺
実
は
わ
が

こ
と
・
ひ
と
ご
と
の
観
点
か
ら
表
現
を
文
法
論
的
に
説
い
た
。

本
稿
は
こ
れ
ら
の
成
果
を
受
け
て
、「
こ
な
た
・
か
な
た
」
の
観
点
か
ら

動
詞
の
自
他
を
越
え
て
、
古
典
文
学
の
歌
や
文
を
解
釈
し
直
し
、
国
語
表
現

の
自
他
意
識
、
主
客
意
識
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
観
点
は
、
動

詞
の
表
す
行
為
や
状
態
を
言
語
主
体
に
よ
る
も
の
と
し
て
捉
へ
て
自
分
と
関

は
っ
て
ゐ
る
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
、
自
分
と
関
は
ら
な
い
と
捉
へ
て
そ
の

こ
と
が
実
現
し
た
と
見
る
か
、
と
い
ふ
認
識
・
判
断
の
仕
方
を
い
ふ
。「
こ

な
た
」
は
主
観
的
・
主
体
的
な
捉
へ
方
、「
か
な
た
」
は
客
観
的
・
客
体
的

な
捉
へ
方
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
格
助
詞
「
を
」
が
つ
く
か
つ
か
な
い
か
は

一
つ
の
目
安
に
な
っ
て
も
、
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
従
来
の
動

詞
の
自
動
詞
・
他
動
詞
と
重
な
る
点
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
解
釈
す
る
の

は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
表
現
が
こ
な
た
か
ら
か
、
か
な
た
か
ら
か
と
い
ふ

作
用
の
影
響
の
方
向
と
主
体
と
の
関
は
り
を
解
釈
に
生
か
さ
う
と
す
る
。
主

な
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）「
こ
な
た
」
か
「
か
な
た
」
か
と
い
ふ
表
現
の
方
法
に
よ
っ
て
言
語

主
体
の
意
識
や
感
情
の
相
違
が
明
瞭
に
な
る
。（
２
）「
こ
な
た
」
か
ら
「
か

な
た
」
へ
の
作
用
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
り
、
自
然
現
象
が
「
か
な
た
」
と

し
て
実
現
し
、
ま
た
、
人
・
物
と
主
体
が
関
係
あ
る
こ
と
を
示
す
。（
３
）

「
か
な
た
」
か
ら
「
こ
な
た
」
へ
の
作
用
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
り
、「
か
な

た
」
の
力
を
受
止
め
る
。（
４
）「
こ
な
た
」
と
「
か
な
た
」
を
総
合
的
、
両

面
的
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
主
体
の
重
層
的
な
意
識
を
表
さ
う
と
す

る
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
国
語
の
独
自
の
発
想
に
よ
っ
て
意
識
・
感
情
を
は

た
ら
か
せ
、
表
現
に
至
る
構
造
、
ま
た
、
話
手
に
関
は
る
主
体
的
要
素
が
豊

か
で
あ
る
国
語
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
ほ
、
次
号
で
は
芭
蕉
の
発

句
と
俳
文
を
こ
の
観
点
か
ら
考
察
し
、
解
釈
し
て
い
く
。

キ
ー
ワ
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ド

：

動
詞
、
自
動
詞
、
他
動
詞
、
こ
な
た
、
か
な
た

「
こ
な
た
・
か
な
た
」
の
観
点
に
よ
る
解
釈
と
文
法
（
上
）
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一
、
動
詞
の
自
他

二
、「
こ
な
た
」
か
「
か
な
た
」
か

三
、「
こ
な
た
」、「
か
な
た
」
の
観
点

四
、「
こ
な
た
」
か
ら
「
か
な
た
」
へ

（
１
）
自
然
現
象
と
の
関
は
り

（
２
）
人
・
物
と
の
関
は
り

（
３
）「
を
─
み
」
の
語
法

（
４
）「
て
ぞ
見
る
」
の
文
型

（
５
）「
て
」
の
補
説

五
、「
か
な
た
」
か
ら
「
こ
な
た
」
へ

六
、「
こ
な
た
」「
か
な
た
」
の
総
合
的
表
現

（
附
）
中
相
（
中
動
態
）
の
表
現

七
、
芭
蕉
の
発
句
と
俳
文
の
解
釈
（
次
号
）

一
、
動
詞
の
自
他

西
洋
語
の
文
法
で
自
動
詞
・
他
動
詞
は
目
的
語
を
必
要
と
し
な
い
か
、
必
要
と

す
る
か
、
つ
ま
り
、
働
き
掛
け
る
対
象
が
な
い
か
、
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、

動
詞
と
目
的
語
と
の
関
係
は
主
語
、
述
語
の
次
に
位
置
す
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
る
。
し
か
し
、
国
語
で
は
自
動
詞
・
他
動
詞
の
区
別
は
西
洋
語
ほ
ど
に
明
確
で

な
い
。
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
づ
格
助
詞
「
を
」
の
有
無
が
目
的
語
を
識
別

す
る
目
安
に
な
ら
ず
、「
古
里
を
思
ふ
」「
空
を
飛
ぶ
」
は
、
ど
ち
ら
も
「
を
」
で

表
す
が
、
前
者
は
他
動
詞
、
後
者
は
自
動
詞
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
自
動
詞
で
も
受

身
（
受
動
態
）
に
な
り
、「
泣
か
れ
る
、
死
な
れ
る
」
な
ど
国
語
独
自
の
表
現
が

あ
る
。
し
か
し
、
動
詞
の
中
で
、
語
幹
が
同
じ
で
活
用
の
種
類
の
異
な
る
も
の
が

一
部
あ
り
、「
割
る
・
割
れ
る
、
助
け
る
・
助
か
る
、
破
る
・
破
れ
る
」
な
ど
の

対
応
か
ら
、
自
動
・
他
動
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
西
洋
語
の
や
う
に
動
詞

の
自
他
を
文
法
的
に
は
っ
き
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、
言
語
主
体
（
話

手
）
の
対
象
に
対
す
る
捉
へ
方
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
自
他
的
な
言
ひ
分
け
を
し
て

表
さ
う
と
す
る
意
識
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

例
へ
ば
、「
薪
が
割
れ
る
」
は
客
観
的
な
表
現
で
あ
る
が
、「
薪
を
割
る
」
に
は

主
体
の
意
志
、
意
図
が
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
方
、「
茶
碗
を
割
っ
た
」
は
意
図
的

に
行
ふ
時
も
あ
ら
う
が
、
主
体
の
不
注
意
で
、
自
分
の
行
動
の
結
果
と
し
て
、
自

分
に
引
き
つ
け
て
表
し
て
ゐ
る
。「
赤
字
が
出
た
」
は
主
体
と
関
は
る
こ
と
な
く
、

さ
う
い
ふ
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、「
赤
字
を
出
し
た
」
は
自
ら
出

さ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
不
本
意
な
結
果
で
残
念
な
が
ら
赤
字
に
な
っ
た
と
い

ふ
意
味
を
含
み
持
つ
。
ま
た
、
狭
い
道
で
後
ろ
か
ら
車
が
来
た
時
、
立
ち
止
っ
て

車
が
先
に
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
、「
車
を
先
に
行
か
せ

る
」
と
言
っ
て
も
、
車
の
運
転
手
は
関
知
せ
ず
、
話
者
が
自
己
と
の
関
係
に
お
い

て
車
の
行
動
を
捉
へ
て
表
し
て
ゐ
る
。「
を
」
に
主
体
の
意
志
を
含
め
る
か
ど
う

か
、
主
体
が
基
点
と
な
っ
て
、
主
体
と
関
は
る
か
否
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
西
洋
語

の
自
動
詞
・
他
動
詞
と
は
違
っ
た
発
想
が
国
語
に
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

こ
の
自
他
と
い
ふ
見
方
は
江
戸
時
代
の
国
語
研
究
で
既
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

以
下
、
略
述
す
る
と
、
江
戸
初
期
の
『
一
歩
』（
著
者
未
詳
）
で
、「
み
づ
か
ら
の

事
を
い
」
ふ
時
は
「
自
の
詞
」、「
人
の
身
を
い
ふ
」
時
は
「
他
の
詞
」
を
用
ゐ
る

べ
し
と
言
ふ
。「
つ
め
る
く
る
し
さ
」
は
「
自
他
の
相
違
」
が
あ
り
、「
つ
め
る
あ

は
れ
さ
」、「
つ
む
ぞ
く
る
し
き
」
と
表
せ
ば
、
前
者
は
二
語
と
も
「
他
の
詞
」、

後
者
は
「
自
の
詞
」
で
「
相
応
」
す
る
と
言
ふ
。
次
に
、
江
戸
中
期
の
国
学
者
、
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富
士
谷
成
章
が
著
し
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
、「『
裏
』
と
は
み
づ
か
ら
の
上
な
り
。

『
表
』
と
は
人
・
物
・
事
の
上
な
り
」
と
し
て
、「
裏
」
を
言
語
主
体
の
こ
と
、

「
表
」
を
言
語
主
体
に
対
す
る
他
者
の
こ
と
と
考
へ
た
。「
た
だ
し
、
人
・
物
・
事

の
上
な
り
と
も
、
し
ば
ら
く
そ
れ
が
心
に
な
り
て
言
は
ば
、
た
だ
裏
な
り
」
と
、

他
の
立
場
に
立
っ
て
主
体
的
に
表
す
こ
と
も
あ
る
と
言
ふ
。「
た
の
む
」（
四
段
）

は
「
人
の
ち
ぎ
り
を
た
の
み
思
ふ
」
こ
と
で
「
裏
」、「
た
の
む
る
」（
下
二
段
）

は
「
た
の
も
し
げ
に
人
に
言
ひ
ち
ぎ
る
」
こ
と
で
「
表
」
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
、

言
語
主
体
と
他
者
（
人
）
と
の
関
は
り
合
ひ
に
お
い
て
、「
裏
・
表
」
の
思
想
を

説
か
う
と
し
た
。
こ
の
「
た
の
む
・
た
の
む
る
」
に
加
へ
て
、
江
戸
後
期
の
本
居

宣
長
は
「
露
の
み
づ
か
ら
お
き
そ
ふ
を
、
お
き
そ
ふ
る
と
は
い
ひ
が
た
し
」
と
し

て
、「
こ
れ
ら
に
て
自
他
の
意
を
わ
き
ま
ふ
べ
し
」
と
述
べ
る
（
詞
玉
緒
）。
ま
た
、

古
今
集
の
口
語
訳
に
当
り
「
あ
な
た
な
る
事
に
は
、
ア
レ
、
或
は
ア
ノ
ヤ
ウ
ニ
、

又
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ
な
ど
い
ひ
、
こ
な
た
な
る
事
に
は
、
コ
レ
、
或
は
此
ヤ
ウ
ニ
な
ど

い
ふ
詞
を
添
へ
て
訳
せ
る
こ
と
多
き
」
と
、「
あ
な
た
・
こ
な
た
」
の
観
点
を
導

入
し
て
解
釈
し
よ
う
と
し
た
（
古
今
集
遠
鏡
）。

宣
長
の
自
他
の
論
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
本
居
春
庭
で
、『
詞
通
路
』
の
「
詞

の
自
他
の
事
」
の
冒
頭
に
「
六
段
の
表
」
を
掲
げ
、「
お
の
づ
か
ら
然
る
（
み
づ

か
ら
然
す
る
）、
物
を
然
す
る
、
他
に
然
す
る
、
他
に
然
さ
す
る
、
お
の
づ
か
ら

然
せ
ら
る
る
、
他
に
然
さ
せ
ら
る
る
」
と
語
例
を
挙
げ
て
ゐ
る
。「
お
の
づ
か
ら
・

み
づ
か
ら
」
と
「
他
」、「
然
る
」
と
「
然
す
る
」「
然
さ
す
る
」
な
ど
の
観
念
の

別
に
よ
っ
て
、
動
詞
の
自
他
を
考
へ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
研
究
の
過

程
を
要
約
す
る
と
、
表
現
の
観
点
、
視
点
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
一
方
は

み
づ
か
ら
の
こ
と
（
上
）、
裏
、
こ
な
た
、
お
の
づ
か
ら
、
他
方
は
人
・
物
・
事

の
上
、
表
、
か
な
た
、
他
と
区
別
さ
れ
、
こ
れ
が
歌
文
の
解
釈
に
応
用
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

こ
の
江
戸
時
代
の
国
語
研
究
と
は
別
に
、
渡
辺
実
は
「『
わ
が
こ
と
・
ひ
と
ご

と
』
の
観
点
と
文
法
論
」
で
、
二
つ
の
観
点
か
ら
文
法
論
を
展
開
し
た
（
国
語
学

一
六
五
、
平
成
三
年
六
月
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
国
語
で
は
、「
話
手
自
身
の
こ
と

（
わ
が
こ
と
）
と
把
握
す
る
か
、
話
手
に
関
わ
り
な
く
成
立
す
る
こ
と
（
ひ
と
ご

と
）
と
把
握
す
る
か
、
を
表
現
す
る
水
準
が
あ
る
」。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
助

動
詞
、
終
助
詞
、
授
受
益
表
現
、「
の
だ
」
構
文
な
ど
を
解
明
で
き
る
と
す
る
。

例
へ
ば
、「
雨
に
降
ら
れ
る
」
な
ど
の
「『
迷
惑
の
受
身
』
は
、
受
動
表
現
に
主
体

的
意
義
を
持
ち
込
ん
で
、
自
分
自
身
の
意
と
無
関
係
に
実
現
し
て
し
ま
う
事
態
」

で
、「『
ひ
と
ご
と
』
的
事
態
と
扱
っ
た
も
の
」、「『
兜
の
内
を
射
さ
せ
て
』
は
、

意
に
反
し
て
実
現
を
許
し
て
し
ま
っ
た
『
ひ
と
ご
と
』
性
の
主
体
的
使
役
表
現
」

で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、「
教
え
て
も
ら
い
た
い
・
教
え
て
く
れ
る
」
は
、「『
た

い
』
は
願
う
『
わ
が
こ
と
』
的
状
態
、『
く
れ
る
』
は
願
い
の
叶
う
『
わ
が
こ
と
』

的
事
態
」
で
あ
る
。
以
上
の
観
点
は
拙
稿
の
論
述
の
方
向
に
一
つ
の
示
唆
を
与
へ

る
こ
と
に
な
ら
う
。

二
、
「
こ
な
た
」
か
「
か
な
た
」
か

動
詞
の
表
す
行
為
・
動
作
・
事
態
・
状
態
を
言
語
主
体
（
話
手
）
が
ど
の
や
う

に
捉
へ
て
言
語
表
現
に
至
る
か
を
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
自

み
づ
か

ら
の
も
の
と
し
て
捉
へ

る
か
、
他
の
も
の
と
し
て
捉
へ
る
か
、
と
い
ふ
二
様
の
態
度
に
な
ら
う
。
自
ら
の

も
の
と
は
話
手
、
つ
ま
り
自
分
が
関
は
っ
て
ゐ
る
か
、
一
方
、
他
の
も
の
と
は
自



（ 4） 「こなた・かなた」の観点による解釈と文法（上） 261

分
は
関
は
ら
な
い
で
、
そ
の
こ
と
が
実
現
し
た
か
と
い
ふ
認
識
の
仕
方
で
あ
る
。

前
者
の
場
合
、
話
題
の
世
界
に
お
け
る
中
心
人
物
（
動
作
主
、
為
手
）
は
話
手
が

自
ら
に
引
き
寄
せ
て
表
す
の
で
、
自
分
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
た
と
す
る
。

自
の
立
場
は
主
体
的
、
主
観
的
な
捉
へ
方
で
、
こ
れ
を
「
こ
な
た
」
と
し
よ
う
。

一
方
、
他
の
立
場
は
客
体
的
、
客
観
的
で
、
こ
れ
を
「
か
な
た
」
と
し
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
表
現
世
界
を
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
正
岡
子
規
の
俳
句
に

「
島
々
に
灯
を
と
も
し
け
り
春
の
海
」
が
あ
る
。
こ
の
「
灯
を
と
も
し
け
り
」
は

こ
な
た
と
し
て
捉
へ
て
表
現
し
て
ゐ
る
。
灯
を
と
も
す
の
は
表
現
さ
れ
て
ゐ
な
い

が
、
島
の
人
々
で
、
こ
こ
に
「
全
体
者
」（
森
重
敏
『
日
本
文
法
通
論
』）
の
意
図

的
な
行
動
と
し
て
表
す
こ
と
に
よ
り
、
夜
に
入
っ
た
島
々
の
生
活
が
鮮
明
に
浮
び

上
り
、
人
々
が
生
き
て
く
る
。
こ
れ
を
仮
に
「
灯
の
と
も
り
た
り
」
と
言
へ
ば
、

単
な
る
客
観
的
な
描
写
で
、
平
板
、
単
調
な
句
に
終
っ
て
し
ま
ふ
。
一
方
、
子
規

の
別
の
句
「
灯
の
と
も
る
東
照
宮
や
杉
木
立
」
は
か
な
た
の
世
界
と
し
て
自
己
と

関
係
な
く
客
体
的
に
捉
へ
た
表
現
で
あ
る
。
落
着
い
た
森
厳
な
静
寂
は
か
な
た
の

描
写
で
あ
っ
て
こ
そ
ふ
さ
は
し
い
。
前
者
は
「
わ
が
こ
と
」
と
し
て
自
ら
の
も
の

と
し
て
受
止
め
、
後
者
は
「
ひ
と
ご
と
」
と
し
て
、
他
者
と
し
て
扱
っ
て
ゐ
る
。

「
と
ん
ぼ
が
羽
根
を
休
ま
せ
て
ゐ
る
」「
月
が
顔
を
出
す
」
は
、
と
ん
ぼ
、
月
に
意

志
の
力
を
感
じ
取
っ
て
、
主
体
的
な
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
話
手
は
感
情
移
入
さ

へ
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
こ
な
た
的
で
、
裏
と
し
て
の
捉
へ
方
で
あ
り
、
擬
人
法
へ

と
発
展
す
る
。
一
方
、「
と
ん
ぼ
が
止
っ
て
ゐ
る
」「
月
が
出
る
」
は
自
然
現
象
と

し
て
表
し
て
ゐ
る
だ
け
で
、
か
な
た
的
で
、
表
と
し
て
の
捉
へ
方
で
あ
る
。

漢
詩
の
例
に
な
る
が
、
盛
唐
の
詩
人
、
杜
甫
の
「
春
望
」
の
第
三
、
四
句
「
感

時
花
濺
涙
、
恨
別
鳥
驚
心
」
は
通
説
で
は
、「
時
に
感
じ
て
は
花
に
も
涙
を
濺
ぎ
、

別
れ
を
恨
ん
で
は
鳥
に
も
心
を
驚
か
す
」
と
読
む
。
こ
の
主
体
は
作
者
自
身
で
あ

り
、
こ
な
た
と
し
て
捉
へ
て
ゐ
る
。
第
一
、
二
句
の
「
国
破
れ
て
山
河
在
り
、
城

春
に
し
て
草
木
深
し
」
か
ら
始
り
、
こ
の
前
後
は
か
な
た
の
世
界
が
客
観
的
に
歌

は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
展
開
の
中
で
第
三
、
四
句
の
み
こ
な
た
と
し
て
主
情
的
に
表

現
す
る
こ
と
は
詩
の
構
想
と
し
て
ど
う
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
吉
川
幸

次
郎
は
「
時
に
感
じ
て
花
も
涙
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
み
て
鳥
も
心
を
驚
か
す
」
と

読
み
、
主
語
を
花
、
鳥
と
解
釈
し
て
ゐ
る
（
全
集
十
一
）。
こ
の
理
由
は
特
に
説

明
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
花
や
鳥
は
こ
ち
ら
と
は
別
の
か
な
た
に
あ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
か
な
た
の
ひ
と
ご
と
の
世
界
に
あ
る
花
、
鳥
ま
で
も
が
、
こ

な
た
と
し
て
の
行
動
を
し
た
と
捉
へ
た
。
そ
の
力
の
作
用
が
作
者
に
至
り
、
悲
し

み
や
不
安
な
気
持
が
自
己
自
身
に
及
ん
で
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
現
は
か
な
た

に
止
る
だ
け
で
な
く
、
か
な
た
か
ら
こ
な
た
に
関
は
り
、
影
響
し
、
結
局
、
こ
な

た
の
事
態
が
実
現
し
た
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
る
。
通
説
の
や
う
に
、
こ
な
た
の
事

態
だ
け
で
な
く
、
吉
川
説
の
読
み
の
や
う
に
か
な
た
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
力
が
こ

な
た
に
及
ん
で
ゐ
る
と
解
す
る
方
が
作
者
の
悲
痛
な
心
情
に
響
い
て
来
よ
う
。

以
下
、
本
稿
は
、
こ
な
た
、
か
な
た
の
観
点
、
こ
な
た
と
か
な
た
を
入
り
交
へ

た
新
し
い
観
点
か
ら
古
典
文
学
の
歌
と
文
を
中
心
に
、
文
法
的
に
考
へ
な
が
ら
、

言
語
主
体
の
表
現
意
識
を
究
め
、
解
釈
し
て
い
く
。
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国

語
の
表
現
、
発
想
や
日
本
人
の
感
情
の
は
た
ら
か
せ
方
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
本
文
の
引
用
は
で
き
る
だ
け
最
少
に
押
へ
、
適
宜
、
表
記
を

変
へ
、
文
脈
や
場
面
の
説
明
も
簡
単
に
す
る
。
用
例
文
の
出
典
も
簡
略
し
て
示
す

（「
全
集
」
は
日
本
古
典
文
学
全
集
の
こ
と
）。
注
釈
書
の
引
用
は
網
羅
的
に
せ
ず
、

主
な
も
の
を
摘
記
す
る
に
止
め
る
。



（ 5）若井　勲夫260

三
、「
こ
な
た
」、「
か
な
た
」
の
観
点

○
き
の
ふ
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹
く
（
古
今

集
、
一
七
二
）

「
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
」
は
自
動
詞
に
よ
る
表
現
で
、「
て
」
は
状
態
を
表
す
。
既
に

指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、「
稲
葉
が
そ
よ
ぐ
と
い
う
状
態
で
」（
大
系
）
と
い
ふ

意
味
の
連
用
修
飾
句
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
か
な
た
と
し
て
主
観
を
排
除
し
た
客
体

的
な
表
現
で
一
首
が
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
。
現
代
語
の
感
覚
で
い
ふ
な
ら
「
稲
葉
を

そ
よ
が
せ
」
と
、
こ
な
た
の
表
現
に
な
る
が
、
古
代
人
の
感
覚
は
後
述
す
る
や
う

に
さ
う
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
「
ま
ず
感
覚
と
し
て
聞
え
る
音
を
示
し

た
後
、
そ
の
原
因
を
言
う
」
と
解
す
る
の
は
（
角
川
文
庫
新
版
）
分
析
的
な
理
窟

で
あ
っ
て
、「
そ
の
原
因
を
言
う
」
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
包
む
全
体
の
風
景
を

話
手
が
捉
へ
て
言
ふ
の
で
あ
る
。「
そ
の
原
因
」
ま
で
も
表
さ
う
と
す
る
と
、
こ

な
た
の
発
想
に
な
り
、
一
首
の
調
和
が
乱
れ
る
。「
国
語
で
は
、
話
を
話
し
手
の

感
じ
取
っ
た
ま
ま
に
述
べ
る
傾
向
が
あ
る
」
の
で
あ
り
、「
話
し
手
の
立
場
と
の

関
係
を
優
先
し
て
表
現
を
構
成
す
る
」（
山
口
明
穂
『
国
語
の
論
理
』）。
こ
の
歌

は
自
動
詞
・
他
動
詞
に
よ
る
表
現
と
い
ふ
観
点
で
も
理
解
で
き
る
が
、
本
稿
は
そ

れ
を
越
え
て
、
か
な
た
、
こ
な
た
と
い
ふ
近
世
国
学
の
考
へ
方
を
発
展
さ
せ
て
解

釈
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

○
を
か
し
き
額
つ
き
の
透す

き

影か
げ

、
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
（
源
氏
物
語
、
夕
顔
）

こ
れ
は
、
簾
越
し
の
影
が
た
く
さ
ん
見
え
る
状
態
で
女
達
が
の
ぞ
い
て
ゐ
る
、

厳
密
に
解
す
る
と
、
透
影
が
光
源
氏
の
意
志
を
度
外
視
し
、
見
え
る
ま
ま
に
、
こ

ち
ら
に
そ
れ
と
分
る
ほ
ど
に
と
い
ふ
こ
と
で
、
源
氏
と
の
関
は
り
合
ひ
の
立
場
か

ら
描
写
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

○
秋
萩
に
う
ら
び
れ
を
れ
ば
あ
し
ひ
き
の
山
下
と
よ
み
鹿
の
鳴
く
ら
む
（
古
今

集
、
二
一
六
）

「
山
下
と
よ
み
」
は
前
と
同
じ
く
「
山
の
麓
が
鳴
り
響
く
と
い
う
状
態
で
」
と

解
す
る
（
大
系
）
の
が
正
し
く
、
こ
れ
が
現
代
語
の
感
覚
で
な
い
な
ら
「
響
く
ほ

ど
に
」（
新
大
系
）
と
、
程
度
と
解
す
る
の
が
よ
い
。
簡
単
に
は
「
響
い
て
」
で

よ
い
が
、
こ
れ
を
否
定
し
て
「
響
か
せ
て
」
と
と
る
説
が
あ
る
（
角
川
文
庫
新
版
）。

し
か
し
、「
秋
萩
に
う
ら
び
れ
を
れ
ば
」
は
鹿
が
萩
に
恋
す
る
あ
ま
り
沈
ん
で
ゐ

る
気
持
を
表
す
、
主
体
の
こ
な
た
的
な
捉
へ
方
で
あ
る
。
憂
へ
る
鹿
の
立
場
か
ら

言
へ
ば
「
響
か
せ
」
と
い
ふ
、
強
い
こ
な
た
志
向
と
は
相
入
れ
な
い
。
こ
こ
は
静

か
な
か
な
た
の
表
現
の
「
響
い
て
」
が
よ
く
合
ひ
、
全
体
と
し
て
「
ら
む
」
と
い

ふ
作
者
の
こ
な
た
に
よ
る
推
量
で
詠
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

○
秋
な
れ
ば
山
と
よ
む
ま
で
鳴
く
鹿
に
わ
れ
お
と
ら
め
や
一
人
寝
る
夜
は
（
古
今

集
、
五
八
二
）

「
山
と
よ
む
ま
で
」
は
前
歌
と
同
じ
く
「
山
が
鳴
り
響
く
ま
で
に
」
と
、
か
な

た
の
表
現
で
、
前
歌
よ
り
「
ま
で
」
に
よ
る
強
さ
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
山
に
響

く
ま
で
」
と
、
山
を
主
格
で
な
く
補
格
に
と
る
説
が
あ
る
（
角
川
文
庫
新
版
）。

し
か
し
、
こ
れ
は
通
説
通
り
主
語
・
述
語
の
関
係
を
保
持
し
た
連
用
修
飾
句
で
あ

り
、「
に
」
格
の
省
略
は
国
語
に
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ

れ
で
は
こ
な
た
の
表
現
に
な
り
、
や
は
り
「
鳴
く
鹿
」
の
か
な
た
志
向
の
表
現
と

齟
齬
す
る
こ
と
に
な
る
。

○
小
少
将
の
君
の
、
文
お
こ
せ
た
る
返
り
ご
と
書
く
に
、
時
雨
の
、
さ
と
か
き
く

ら
せ
ば
…
…
た
ち
か
へ
り
…
…
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雲
間
な
く
な
が
む
る
空
も
か
き
く
ら
し
い
か
に
し
の
ぶ
る
時
雨
な
る
ら
む
（
紫

式
部
日
記
）

「
か
き
く
ら
す
」
は
、
時
雨
の
立
場
か
ら
言
へ
ば
こ
な
た
の
表
現
で
あ
り
、
そ

の
作
用
が
主
体
（
作
者
）
に
及
ぶ
。
従
っ
て
、「
空
が
暗
く
な
っ
て
さ
っ
と
降
っ

て
き
た
の
で
」(
大
系)

と
、
ひ
と
ご
と
の
や
う
に
、
か
な
た
の
表
現
に
解
す
る

の
は
よ
く
な
い
。
こ
こ
は
「
さ
っ
と
降
っ
て
空
を
暗
く
し
て
き
た
の
で
」（
集
成
）

と
、
こ
な
た
の
は
た
ら
き
と
し
て
迫
っ
て
来
る
、
わ
が
こ
と
と
し
て
捉
へ
る
べ
き

で
あ
る
。
歌
の
解
釈
も
同
じ
く
、「
折
か
ら
空
が
か
き
暗
が
り
」（
全
集
）
で
は
な

く
、「
空
を
も
…
…
ま
っ
く
ら
に
し
て
降
る
」（
集
成
）
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、

紫
式
部
を
恋
ひ
慕
ふ
小
少
将
の
君
の
、
物
思
ひ
に
沈
ん
で
抑
へ
気
味
の
心
情
が
生

か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

○
世
に
知
ら
ず
惑
ふ
べ
き
か
な
先
に
立
つ
涙
も
道
を
か
き
く
ら
し
つ
つ
（
源
氏
物

語
、
浮
舟
）

こ
れ
も
前
と
同
じ
く｢

先
立
つ
涙
が
道
を
真
暗
に
す
る
ば
か
り｣

（
玉
上
琢
彌

『
源
氏
物
語
評
釈
』）
で
、
涙
自
体
の
こ
な
た
的
な
作
用
が
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
ず
に
思
ひ
惑
ふ
匂
宮
に
重
く
の
し
か
か
る
。
こ
れ
を
、「
わ
が
身
を
か
き
暗
す
」

こ
と
が
「
自
動
詞
的
意
味
」
と
な
り
、「
涙
で
道
も
見
え
な
く
な
っ
て
」（
全
集
）

と
解
す
る
の
は
正
し
く
な
い
。
結
果
的
に
は
そ
の
通
り
の
状
態
に
な
ら
う
が
、
根

源
の
発
想
は
違
ふ
。
ま
た
、
他
動
詞
が
「
自
動
詞
的
意
味
」
に
変
る
こ
と
の
説
明

も
必
要
で
あ
る
。
な
ほ
、「
に
は
か
に
風
吹
き
出
で
て
空
も
か
き
く
れ
ぬ
」（
源
氏

物
語
、
須
磨
）
の
「
か
き
く
る
」
は
純
粋
の
か
な
た
の
描
写
で
あ
り
、
ま
っ
暗
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
ふ
客
観
的
な
状
態
で
あ
る
。

○
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
／
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
（
枕
草
子
、

二
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
）

藤
原
公
任
が
漢
詩
を
踏
ま
へ
て
下
の
句
を
詠
み
、
清
少
納
言
が
上
の
句
を
即
座

に
応
答
し
た
も
の
で
、
こ
れ
で
歌
に
な
っ
て
ゐ
る
。「
ま
が
ふ
」
は
見
ま
ち
が
へ

さ
せ
る
こ
と
で
、
か
な
た
か
ら
の
、
こ
な
た
的
な
作
用
を
示
す
。
直
訳
す
れ
ば
、

花
に
見
ま
ち
が
へ
さ
せ
る
や
う
な
状
態
で
散
る
雪
と
い
ふ
こ
と
で
、
雪
に
主
体
的

意
志
が
あ
る
。
雪
の
力
と
し
て
花
の
ご
と
く
散
る
の
で
あ
る
。
諸
注
は
折
角
、「
他

動
詞
」
と
認
識
し
な
が
ら
、「
花
に
見
ま
が
う
ば
か
り
に
」（
全
集
）
と
訳
す
の
が

ほ
と
ん
ど
で
、
こ
れ
な
ら
現
代
語
の
「
雪
と
見
ま
が
ふ
花
吹
雪
」
と
変
ら
ず
、
主

体
は
作
者
と
な
り
、
焦
点
が
雪
と
作
者
の
二
つ
に
分
れ
て
し
ま
ふ
。
上
の
句
は
自

然
界
の
生
き
た
現
象
と
し
て
捉
へ
て
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

○
世
に
知
ら
ぬ
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
有
明
の
月
の
ゆ
く
へ
を
空
に
ま
が
へ
て
（
源
氏

物
語
、
花
宴
）

「
ま
が
へ
て
」
は
わ
か
ら
な
く
さ
せ
て
、
見
失
は
せ
て
、
で
あ
り
、「
有
明
の

月
」、
つ
ま
り
女
の
行
方
を
結
局
は
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を

自
ら
見
失
っ
た
と
は
考
へ
ず
、
何
か
が
見
失
は
せ
た
と
、
自
ら
に
関
は
ら
な
い
大

き
な
力
が
わ
が
身
に
は
た
ら
い
た
と
観
念
し
た
表
現
で
あ
る
。
か
な
た
が
こ
な
た

的
な
作
用
を
発
揮
す
る
重
さ
が
よ
く
表
れ
て
ゐ
る
。

○
海あ

人ま

の
刈
る
み
る
め
を
波
に
ま
が
へ
つ
つ
名
草
の
浜
を
尋
ね
わ
び
ぬ
る
（
新
古

今
集
、
一
〇
七
八
）

右
と
同
じ
く
、
全
体
者
が
作
者
に
見
失
は
せ
、
作
者
は
や
や
投
げ
や
り
な
気
分

で
そ
の
状
態
に
任
せ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
使
役
的
な
意
味
を
持
つ
が
、
裏
か
ら
言
へ

ば
「
見
失
は
さ
せ
ら
れ
つ
つ
」「
わ
か
ら
な
く
さ
せ
ら
れ
つ
つ
」
と
受
動
的
な
意

味
合
ひ
を
も
複
合
的
に
表
す
こ
と
に
な
る
（
後
述
）。
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○
松ま

つ

浦ら

川
川
の
瀬
速
み
紅
の
裳
の
裾
濡
れ
て
鮎
か
釣
る
ら
む
（
万
葉
集
、

八
六
一
）

こ
の
語
法
は
先
の｢

稲
葉
そ
よ
ぎ
て｣

「
山
下
と
よ
み
」
と
比
べ
る
と
よ
く
知

ら
れ
た
も
の
で
、
裳
の
裾
が
濡
れ
る
状
態
で
（
く
ら
ゐ
に
、
ほ
ど
に
）
と
本
義
を

把
み
、
訳
す
時
は
「
濡
ら
し
て
（
な
が
ら
）」
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
、

古
代
で
は
か
な
た
と
し
て
の
捉
へ
方
が
普
通
で
あ
り
、
見
え
る
ま
ま
に
詠
ん
で
ゐ

る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
い
ざ
子
ど
も
香
椎
の
潟
に
白
た
へ
の
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む
（
万
葉

集
、
九
五
七
）

○
風
高
く
辺へ

に
は
吹
け
ど
も
妹
が
た
め
袖
さ
へ
濡
れ
て
刈
れ
る
玉
藻
ぞ
（
同
、

七
八
二
）

ど
ち
ら
も
「
状
態
性
を
表
す
連
用
修
飾
句
」（
全
集
）
で
、
か
な
た
的
な
表
現

で
あ
る
が
、
特
に
前
者
で｢

朝
菜
摘
み
て
む｣

と
主
体
の
強
い
意
志
を
表
し
な
が

ら
「
状
態
性
」
の
表
現
と
は
意
外
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
袖
さ
へ
」
の
「
さ
へ
」
に

よ
っ
て
、
他
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
袖
ま
で
も
、
と
い
ふ
気
息
に
よ
っ
て
相
応
じ
る

こ
と
に
な
ら
う
。

○
君
が
た
め
手た

力
ぢ
か
ら

疲
れ
織
れ
る
衣

こ
ろ
も

ぞ

春
さ
ら
ば

い
か
な
る
色
に
摺
り
て
ば

よ
け
む
（
万
葉
集
、
一
二
八
一
）

現
代
語
の
感
覚
な
ら
「
力
を
尽
く
し
て
」（
全
集
）
と
な
ら
う
が
、
万
葉
人
は

こ
な
た
の
力
を
自
ら
言
ふ
こ
と
は
せ
ず
、
手
が
疲
れ
る
と
い
ふ
事
実
を
そ
の
ま
ま

直
叙
す
る
。
こ
こ
は
「
手
も
疲
れ
て
」（
大
系
）｢

手
か
ら
力
が
抜
け
て
し
ま
ふ

ほ
ど
に｣

（
集
成
）
の
や
う
に
、
か
な
た
の
状
態
的
な
意
味
に
解
す
る
の
が
適
切

で
あ
る
。

○
は
し
き
や
し
逢
は
ぬ
君
ゆ
ゑ
い
た
づ
ら
に
こ
の
川
の
瀬
に
玉
藻
濡
ら
し
つ
（
万

葉
集
、
二
七
〇
五
）

○
さ
み
だ
れ
に
裳
裾
濡
ら
し
て
植
う
る
田
を
君
が
千
年
の
み
ま
く
さ
に
せ
む
（
栄

花
物
語
、
御
裳
着
）

と
こ
ろ
が
、
袖
で
な
く
裳
裾
に
な
る
と
、
か
な
た
で
は
な
く
、
こ
な
た
と
し
て

表
す
。
そ
の
わ
け
は
、
裳
裾
は
身
体
の
下
部
に
着
け
る
も
の
で
、
濡
ら
す
の
が
当

然
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
ら
う
か
。
前
者
は
「
川
瀬
で
男
を
待
っ
て
、
行
き
つ
戻
り

つ
す
る
間
に
濡
れ
た
の
で
あ
る
」（
全
集
）
と
注
解
す
る
。
や
は
り
主
体
の
意
志

の
含
ま
れ
る
こ
な
た
か
ら
の
動
き
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
慣
用
句
の
や
う
に
伝
は

り
、
佐
佐
木
信
綱
が
作
詞
し
た
唱
歌
「
夏
は
来
ぬ
」（
明
治
二
十
九
年
）
の
「
さ

み
だ
れ
の
そ
そ
ぐ
山
田
に
／
早
乙
女
が
裳
裾
ぬ
ら
し
て
」
に
引
き
継
が
れ
て
ゐ

る
。
な
ほ
、｢

袖
濡
れ
て｣

の
か
な
た
的
表
現
に
対
す
る｢

袖
濡
ら
す｣

と
い
ふ

こ
な
た
的
表
現
は
、
落
ち
る
涙
に
袖
を
濡
ら
す
、
つ
ま
り
、
泣
く
と
い
ふ
意
味
に

固
定
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
き
た
。
か
な
た
と
こ
な
た
、
自
動
と
他
動
の
語
法
が
意
義

を
分
担
し
た
一
例
で
あ
る
。

○
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む
（
古
今

集
、
二
）

○
袖
ひ
ち
て
わ
が
手
に
む
す
ぶ
水
の
面
に
天
つ
星
合
の
空
を
見
る
か
な
（
新
古
今

集
、
三
一
六
）

前
の｢

袖
濡
れ
て｣

と
同
じ
く
、
袖
が
濡
れ
る
状
態
で
水
を
手
に
す
く
ふ
の
で

あ
る
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
袖
が
濡
れ
る
ま
ま
に
（
任
せ
て
）
と
い
ふ
こ
と
で
、
か

な
た
の
捉
へ
方
で
あ
り
、
濡
れ
る
こ
と
自
体
に
心
は
向
か
な
い
や
う
で
あ
る
。

○
天
雲
の
は
る
か
な
り
つ
る
桂
川
袖
を
ひ
て
て
も
渡
り
つ
る
か
な
（
土
左
日
記
）
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一
方
、
右
の
こ
な
た
的
な
表
現
も
例
は
少
な
い
が
あ
る
。
土
佐
国
か
ら
は
る
か

に
遠
か
っ
た
都
近
く
に
来
て
、
桂
川
を
た
だ
今
、
袖
を
濡
ら
し
て
で
も
渡
っ
た
と
、

無
事
に
到
着
し
さ
う
だ
と
い
ふ
安
心
感
と
喜
び
が
心
に
あ
る
。
袖
を
濡
ら
す
こ
と

を
厭
は
ず
、
道
を
進
め
る
気
に
満
ち
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
に
、
従
来
の
自
動
詞
、

他
動
詞
と
い
ふ
考
へ
方
だ
け
で
は
厳
密
な
解
釈
に
入
り
込
め
な
い
。
か
な
た
、
こ

な
た
の
発
想
と
表
現
が
重
要
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。

○
恨
み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
朽
ち
な
む
名
こ
そ
惜
し
け
れ
（
後

拾
遺
集
、
巻
十
四
。
百
人
一
首
）

諸
注
の
ほ
と
ん
ど
が
「
涙
に
濡
れ
て
か
わ
く
ひ
ま
も
な
く
」（
学
術
文
庫
）
と
、

ひ
と
ご
と
の
や
う
に
、
自
己
と
無
関
係
に
か
な
た
と
し
て
捉
へ
て
ゐ
る
の
は
ど
う

し
て
か
。
こ
こ
は
「
涙
に
ぬ
れ
た
袖
を
乾
か
す
暇
さ
へ
も
な
い
の
に
」（
文
春
文

庫
）
と
、
こ
な
た
か
ら
の
行
動
を
否
定
し
て
こ
そ
「
だ
に
」
が
響
き
合
ふ
。
涙
で

濡
ら
し
た
袖
を
乾
か
さ
う
と
す
る
気
に
も
な
れ
な
い
、
乾
か
さ
う
と
も
し
な
い
悲

し
み
の
中
に
ゐ
て
、
な
ほ
も
恋
ひ
続
け
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
苦
し
み
に
あ
る
作
者

に
は
、
主
体
的
な
わ
が
こ
と
の
表
現
で
し
か
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

○
あ
め
の
下
の
が
る
る
人
の
な
け
れ
ば
や
着
て
し
濡
れ
衣き

ぬ

干ひ

る
よ
し
も
な
き
（
拾

遺
集
、
巻
十
九
）

菅
原
道
真
の
作
と
伝
へ
ら
れ
る
歌
の
「
濡
れ
衣
干
る
」
を
「
濡
れ
衣
を
干
す
手

立
て
も
な
い
」（
新
大
系
）、「
乾
く
す
べ
も
な
い
」（
大
系
）
と
解
す
る
の
と
、
ど

ち
ら
が
作
者
の
意
に
近
い
か
。
上
の
句
で
雨
が
降
り
注
ぐ
の
を
逃
れ
ら
れ
な
い
と

観
じ
、
諦
念
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
「
干
る
」
の
自
動
的
な
意
味
の
ま
ま

に
、
か
な
た
の
表
現
と
し
て
、
冷
静
に
受
止
め
て
ゐ
る
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

○
風
雑

雨
降
る
夜
の
　

雨
雑

雪
降
る
夜
の
（
万
葉
集
、
八
九
二
）

○
風
交
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
き
春
さ
り
に
け
り
（
同
、

一
八
三
六
）

こ
の
「
風
雑
、
雨
雑
、
風
交
」
を
ど
う
読
む
か
が
ま
づ
問
題
で
あ
る
。「
風
ま

じ
へ
」（
大
系
）
か
「
風
ま
じ
り
」（
全
集
、
集
成
）
か
、
前
者
は
他
動
的
で
、
こ

な
た
の
表
現
、
後
者
は
自
動
的
で
、
か
な
た
の
表
現
で
あ
る
。
今
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
、
古
代
人
の
発
想
は
対
象
を
か
な
た
の
状
態
と
し
て
捉
へ
る
こ
と
が
多

い
。
見
た
ま
ま
、
起
っ
た
ま
ま
を
そ
の
順
序
の
通
り
叙
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
は
「
風
ま
じ
り
、
雨
ま
じ
り
」
と
、「
降
る
」
と
い
ふ
か
な
た
の
表
現
に
沿
っ

て
読
む
の
が
適
切
で
あ
る
。
さ
う
読
む
と
、
風
と
雨
、
雨
と
雪
、
風
と
雪
が
同
時

に
吹
き
、
降
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。「
ま
じ
へ
」
な
ら
、
中
心
は
「
雨
降
る
、

雪
降
る
、
雪
は
降
り
つ
つ
」
に
集
約
さ
れ
、
こ
の
力
強
い
作
用
と
し
て
、「
風
、
雨
、

風
」
を
「
ま
じ
へ
」
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
の
認
識
は
分
析

的
、
微
細
的
で
、
そ
の
上
、
理
論
的
で
上
代
人
に
は
そ
ぐ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
風

ま
じ
り
」
の
現
代
語
訳
で
は
、｢

風
に
ま
じ
っ
て｣

と
、「
に
」
格
で
あ
る
の
は

ど
う
し
て
か
。
現
代
語
で
「
風
交
り
」
と
い
へ
ば
、「
雨
や
雪
が
風
を
伴
う
こ
と
」

（
大
辞
林
第
三
版
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
風
が
ま
じ
っ
て
」
と
主
格
に
訳
す
べ

き
で
あ
る
。

○
風
ま
ぜ
に
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
き
春
は
來
に
け
り
（
新
古
今

集
、
八
）

○
た
ち
ば
な
の
花
こ
そ
い
と
ど
薫
る
な
れ
風
ま
ぜ
に
降
る
雨
の
夕
暮
れ
（
建
礼
門

院
右
京
大
夫
集
）

後
代
に
な
る
と
、｢

風
ま
ぜ
に｣

と
言
ひ
、
雪
や
雨
が
主
体
と
な
っ
て
、
そ
れ

が
こ
な
た
側
か
ら
、
風
を
ま
じ
へ
て
と
、
総
合
的
で
な
く
分
化
し
た
表
現
に
変
っ
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た
。｢

風
ま
ぜ
に｣

は
必
ず
し
も
「
風
ま
じ
へ
」
か
ら
で
き
た
語
で
は
な
い
し
、

ま
た
、｢

風
ま
じ
り
」
と
同
じ
意
味
に
な
る
こ
と
も
な
い
。
中
心
の
雪
・
雨
と
ま

ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
風
と
ど
ち
ら
に
視
点
を
置
く
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
前
述
の
通

り
、
か
な
た
で
表
す
と
焦
点
が
二
つ
に
分
化
す
る
が
、
こ
な
た
で
表
す
と
焦
点
が

集
中
し
て
一
本
化
さ
れ
る
。
前
者
は
上
代
的
な
思
考
、
後
者
は
中
世
的
な
思
考

で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

○
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
御
火
影
、
い
と
め
で
た
く
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ

し
（
源
氏
物
語
、
帚
木
）

○
い
と
よ
し
あ
る
さ
ま
し
て
、
色
め
か
し
う
な
よ
び
た
ま
へ
る
を
、
女
に
て
見
む

は
を
か
し
か
り
ぬ
べ
く
、
人
知
れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
も
（
同
、
紅

葉
賀
）

○
院
の
御
有
様
は
、
女
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
ま
ほ
し
き
を
（
同
、
絵
合
）

源
氏
物
語
に
「
女
に
て
見
る
」
と
い
ふ
表
現
が
い
く
つ
か
あ
り
、
こ
の
解
釈
に

つ
い
て
古
く
か
ら
論
議
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
を
詳

細
に
考
証
す
る
の
が
主
旨
で
は
な
く
、
こ
な
た
・
か
な
た
論
か
ら
解
釈
で
き
る
こ

と
を
述
べ
る
。「
女
に
て
」
の
「
に
」
は
指
定
の
助
動
詞
、「
て
」
は
状
態
を
表
す

接
続
助
詞
で
あ
る
。「
女
に
て
」
に
両
説
あ
り
、
一
つ
は
、
こ
ち
ら
（
私
）
が
女

で
あ
る
状
態
で
、
女
で
あ
っ
て
、
女
に
な
っ
て
、
も
う
一
つ
は
、
あ
ち
ら
（
相
手
）

を
女
と
し
て
、
女
で
あ
る
と
、
の
意
味
と
す
る
。
ま
た
、「
見
る
」
は
た
だ
単
に

視
覚
的
に
見
る
、
と
い
ふ
意
味
と
、
世
話
す
る
、
妻
な
ど
と
し
て
も
て
な
す
、
仕

へ
る
と
い
ふ
意
味
が
あ
る
。

さ
て
、
前
者
は
こ
ち
ら
が
女
に
な
っ
て
、
女
な
ら
と
、
状
態
的
に
表
し
、
客
観

的
な
仮
定
の
立
場
で
提
示
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
控
へ
目
で
抑
制
的
な
表
現
で
、
表

面
的
に
は
、
か
な
た
的
、
ひ
と
ご
と
的
に
表
し
て
ゐ
る
。
た
だ
、「
に
て
」
は
「
を
」

を
伴
っ
て
、「
か
し
こ
き
仰
せ
言
を
光
に
て
な
む
」（
源
氏
物
語
、
桐
壷
）
と
表
す

場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
確
に
こ
な
た
か
ら
の
意
志
で
「
光
と
し
て
」
と
い
ふ

意
味
で
あ
る
。
一
方
、
後
者
は
、
相
手
を
女
と
し
て
と
位
置
づ
け
、
主
観
的
な
仮

の
認
定
か
ら
積
極
的
な
判
断
に
至
り
、
こ
な
た
的
、
わ
が
こ
と
的
に
表
し
て
ゐ
る
。

こ
の
下
接
の
語
句
は
状
態
的
な
「
に
て
」
で
あ
り
、
結
語
法
と
し
て
前
者
が
適
っ

て
ゐ
る
。
こ
れ
は
「
河か

は
の
へ上

の
ゆ
つ
岩い

は
む
ら群

に
草
生む

さ
ず
常
に
も
が
も
な
常と

こ

処を
と

女め

に
て
」

（
万
葉
集
、
二
二
）
の
「
に
て
」
と
同
じ
く
、
か
な
た
の
状
態
と
し
て
、
永
遠
の

乙
女
で
あ
り
た
い
と
歌
ふ
の
で
あ
る
。｢

女
に
て
」
も
基
本
的
に
は｢

女
で
」
と

い
ふ
意
味
で
「（
わ
れ
）
女
に
て
」
と
い
ふ
述
語
格
を
保
持
し
て｢

見
る
」
に
係
っ

て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
女
に
て
」
は
前
者
の
解
釈
が
正
し
く
、
女
で
あ
っ
て
、

見
る
（
世
話
す
る
、
仕
へ
る
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
女
と
し
て
見
る
は
現
代
的

な
感
覚
に
よ
る
解
釈
で
、
こ
こ
に
は
世
話
す
る
と
い
ふ
意
味
は
な
く
、
単
に
見
る

で
あ
り
、
恋
愛
感
情
を
伴
っ
た
俗
語
的
な
表
現
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

今
井
正
は
「
源
氏
物
語
『
女
に
て
』
考
」（
国
語
国
文
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
）

で
、
源
氏
物
語
で
問
題
と
さ
れ
る
五
例
は
す
べ
て
前
者
に
解
釈
で
き
る
と
し
た

後
、
北
山
谿
太
の
『
源
氏
物
語
の
新
解
釈
』
の
次
の
用
例
を
補
強
と
し
て
引
用
し

て
ゐ
る
。

○
か
の
兵
部
卿
の
親み

こ王
…
…
ま
づ
、
う
ち
見
る
に
も
、
か
の
君
を
女
に
な
し
て
持

た
ま
ほ
し
く
、
さ
な
ら
ず
ば
、
わ
れ
女
に
て
向
は
ま
ほ
し
く
な
む
見
ゆ
る
（
宇

津
保
物
語
、
内
侍
の
か
み
）

帝
が
弟
宮
の
こ
と
を
語
る
場
面
で
、「
女
に
な
し
て
」
は
宮
を
「
女
に
し
て
世

話
し
た
い
」
ほ
ど
、「
わ
れ
女
に
て
」
は
、
こ
ち
ら
が
女
に
な
っ
て
、
宮
の｢

世
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話
に
な
り
た
い
」（
全
集
）
ほ
ど
と
解
釈
さ
れ
る
。｢

女
に
な
し
て
」
は
現
代
語

の
「
女
と
し
て
」
以
上
に
、
強
い
意
志
の
あ
る
志
向
性
が
あ
り
、
こ
な
た
か
ら
の

立
場
で
あ
る
。
一
方
、「
わ
れ
女
に
て
」
は
、
こ
ち
ら
が
女
に
な
っ
て
と
、
こ
ち

ら
を
一
歩
引
き
、
か
な
た
に
置
い
て
、
自
動
的
以
上
に
受
動
的
で
あ
る
。
源
氏
物

語
の｢

女
に
て
見
る
」
も
こ
の
発
想
で
考
へ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

今
井
は
さ
ら
に
吉
澤
義
則
の
『
源
語
釋
泉
』
の
引
例
文
を
引
用
し
て
論
旨
を
さ

ら
に
補
強
す
る
。

○
い
か
に
思
ひ
お
こ
す
ら
む
。
我
に
て
い
み
じ
う
恋
し
か
り
ぬ
べ
き
さ
ま
を
と
、

う
ち
ま
も
り
つ
つ
（
源
氏
物
語
、
薄
雲
）

紫
の
上
は
明
石
の
上
を
思
ひ
や
り
な
が
ら
、
明
石
の
姫
君
を
「
我
に
て
」、
も

し
我
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
恋
し
い
こ
と
だ
ら
う
と
、
見
つ
め
て
ゐ
る
。

こ
の
「
我
に
て
」
は
「
女
に
て
」
と
同
じ
構
造
で
、
自
分
が
そ
の
立
場
で
あ
る
な

ら
、
自
分
が
母
で
あ
る
状
態
で
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
客
観
的

に
自
分
を
か
な
た
に
置
い
て
見
て
ゐ
る
。
自
分
と
し
て
と
い
ふ
、
こ
な
た
と
し
て

自
己
を
強
く
出
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。「
な
ん
で
ふ
心
他
す
れ
ば
、
か
く
物
を

思
ひ
た
る
さ
ま
に
て
月
を
見
た
ま
ふ
ぞ
」（
竹
取
物
語
）
の
や
う
に
、「
に
て
」
は
、

本
来
、
状
態
や
資
格
を
指
定
す
る
の
で
あ
る
。

○
御
心
の
う
ち
に
は
、「
ま
こ
と
に
さ
も
思
し
寄
り
て
の
た
ま
は
ば
、
さ
や
う
に

て
見
た
て
ま
つ
ら
ん
は
、
あ
は
れ
な
ん
を
か
し
」
と
、
か
つ
見
つ
つ
も
（
源
氏

物
語
、
柏
木
）

こ
の
「
さ
や
う
に
て
」
は
「
そ
の
よ
う
な
状
態
（
尼
）
で
」（
大
系
）、
つ
ま
り

女
三
宮
が
出
家
す
る
こ
と
を
お
望
み
で
お
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
お

心
の
ま
ま
に
尼
に
な
っ
て
い
た
だ
き
、
お
世
話
申
す
と
、
光
源
氏
が
か
な
た
的
な

控
え
目
な
内
心
の
態
度
を
描
い
て
ゐ
る
。「
出
家
を
お
さ
せ
し
て
」（
集
成
）、「
そ

の
よ
う
に
し
て
」（
評
釈
）
の
や
う
に
、
こ
ち
ら
か
ら
行
動
を
起
す
の
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、「
野
と
な
ら
ば
鶉

う
づ
ら

と
な
り
て
な
き
を
ら
む
狩
に
だ
に
や
は
君
は
来

ざ
ら
む
」（
伊
勢
物
語
、
一
二
三
）
も
参
考
に
な
る
。
こ
の
歌
は
、
女
に
飽
き
か

け
て
き
た
男
に
対
し
て
、
私
は
鶉
と
な
っ
て
泣
い
て
を
り
ま
せ
う
と
詠
み
返
し
た

も
の
で
あ
る
。「
鶉
と
な
り
て
」
は
「
鶉
に
て
」
と
同
じ
意
味
で
、
こ
な
た
の
立

場
を
打
ち
出
さ
ず
、
か
な
た
と
し
て
第
三
者
に
従
順
に
切
な
い
望
み
を
訴
へ
よ
う

と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
「
鶉
と
し
て
」
泣
く
で
は
、
あ
ま
り
に
も
自
我
が
強
過
ぎ

る
で
あ
ら
う
。
源
氏
物
語
に
戻
れ
ば
、
河
内
本
で
こ
の
筒
所
が
「
我
れ
に
な
り
て
」

と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
も
自
然
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、「
女
に
て
見
る
」
も
「
わ

れ
女
に
な
り
て
」
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

四
、
「
こ
な
た
」
か
ら
「
か
な
た
」
へ

前
章
で
は
、
こ
な
た
、
か
な
た
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
用
が
単
一
に
は
た
ら
く
例
を

考
へ
た
。
次
に
、
か
な
た
の
実
現
を
表
す
の
に
、
こ
な
た
の
力
、
意
志
が
発
動
す

る
表
現
を
取
り
上
げ
る
。

（
１
）
自
然
現
象
と
の
関
は
り

ま
づ
、
こ
な
た
に
あ
る
人
間
が
自
ら
の
力
に
よ
っ
て
自
然
現
象
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
た
か
も
自
分
の
作
用
が
関
与
し
て
、
そ
の
状
態

に
な
っ
た
と
表
現
す
る
例
を
見
る
。

○
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
音
は
は
か
る
と
も
世
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
（
枕
草
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子
、
頭
の
弁
の
。
百
人
一
首
）

「
夜
を
こ
む
」
と
は
夜
を
閉
ぢ
込
め
る
、
夜
で
あ
る
こ
と
を
隠
す
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
こ
む
る
主
語
は
何
か
。
そ
れ
は
本
義
的
に
は
言
語
主
体
た
る
話
手

（
作
者
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
に
は
実
際
に
夜
を
閉
ぢ
込
め
て
、
い
つ
ま
で

も
暗
い
夜
を
続
け
さ
せ
る
念
力
は
な
い
。
た
だ
、
作
者
の
気
分
と
し
て
そ
れ
ほ
ど

に
夜
の
う
ち
に
、
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
と
い
ふ
気
力
で
「
鳥
の
そ
ら
音
は
は
か

る
と
も
」
と
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
な
た
の
意
力
に
よ
っ
て
、
か
な

た
を
実
現
し
た
と
想
定
的
に
捉
へ
て
表
現
に
至
る
過
程
の
分
析
で
あ
る
。

○
ま
だ
夜
を
こ
め
て
、
大
極
殿
に
参
り
ぬ
。（
讃
岐
典
侍
日
記
）

こ
の
「
ま
だ
」
は
ど
こ
を
修
飾
す
る
の
か
。「
ま
だ
夜
の
明
け
ぬ
う
ち
に
」（
全

集
）
の
や
う
に
、
現
代
語
訳
と
し
て
は
打
消
に
係
る
気
分
で
あ
ら
う
が
、
厳
密
に

言
へ
ば
、「
こ
め
て
」
を
修
飾
し
、
夜
で
あ
る
こ
と
を
ず
っ
と
包
み
隠
す
や
う
に
、

暗
い
状
態
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
っ
と
、
と
作
者
の
志
向
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

○
夜
に
な
し
て
、
京
に
は
入
ら
ん
と
思
へ
ば
、
急
ぎ
し
も
せ
ぬ
ほ
ど
に
、
月
出
で

ぬ
。（
土
左
日
記
）

「
夜
に
な
す
」
と
言
っ
て
も
、
作
者
自
身
、
夜
に
し
て
し
ま
ふ
術
を
持
っ
て
ゐ

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
は
周
知
の
通
り
、
当
時
の
習
慣
と
し
て
、
旅
の
出
発
と

帰
着
は
夜
を
選
び
、
月
明
り
の
も
と
に
行
動
し
た
。
作
者
は
入
京
の
日
取
り
を
前

も
っ
て
調
整
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
夜
に
の
ば
し
て
」（
講
談
社
文
庫
）

「
夜
を
待
っ
て
」（
集
成
）
で
は
舌
足
ら
ず
で
あ
り
、「
夜
に
な
っ
て
京
に
は
い
る

よ
う
に
時
間
を
引
き
延
ば
し
て
」（
全
集
）
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
の

作
者
の
強
い
計
ら
ひ
と
思
ひ
が
「
夜
に
な
す
」
と
い
ふ
、
こ
な
た
側
か
ら
の
積
極

的
な
関
与
の
表
現
に
な
っ
た
。
夜
に
さ
せ
る
も
の
は
実
際
に
は
作
者
で
は
な
い
。

そ
れ
を
あ
た
か
も
こ
な
た
と
し
て
の
作
用
で
あ
る
か
の
や
う
に
第
一
義
的
に
捉
へ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
も
う
一
歩
深
く
考
へ
る
と
、
そ
れ
は
時
間
の
運
行
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
を
司
ど
る
大
い
な
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
知
の
及
ば
な
い
全
体

者
が
「
夜
に
な
し
て
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
個
別
の
こ
な
た
を
越
え
て
、
そ
の

こ
と
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
、「
夜
に
な
り
て
、
湯
な
ど
物
し
て
、
御
堂

に
の
ぼ
る
」（
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
石
山
諧
）
の
「
夜
に
な
り
て
」
は
純
粋
な
か
な

た
の
時
間
描
写
で
、
そ
の
相
違
が
は
っ
き
り
し
よ
う
。

○
（
源
氏
の
）
の
た
ま
ひ
し
餅

も
ち
ひ

、
忍
び
て
い
た
う
夜
ふ
か
し
て
も
て
ま
ゐ
れ
り
。

（
源
氏
物
語
、
葵
）

こ
の
「
夜
ふ
か
し
て
」
を
、「
す
っ
か
り
夜
が
ふ
け
て
か
ら
」（
評
釈
）、「
夜
遅

く
な
っ
て
」（
全
集
）
と
訳
す
の
は
主
体
の
意
識
ま
で
十
分
に
踏
み
込
ん
で
ゐ
な

い
。
こ
れ
は
前
と
同
じ
く
、「
夜
の
更
け
る
の
を
待
つ
、
夜
更
け
ま
で
起
き
て
い

る
」（
小
学
館
古
語
大
辞
典
）
と
す
る
の
が
正
確
な
語
釈
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
夜

更
け
ま
で
待
っ
て
行
動
す
る
心
を
、
こ
な
た
側
の
忍
び
や
か
な
気
遣
ひ
と
し
て
捉

へ
た
の
で
あ
る
。

○
や
や
ふ
か
し
て
ま
う
の
ぼ
り
た
る
に
（
枕
草
子
、
心
に
く
き
も
の
）

こ
の
「
ふ
か
し
て
」
は
右
と
同
じ
く
、
こ
な
た
側
か
ら
の
「
夜
ふ
か
し
て
」
だ

が
、
諸
注
の
理
解
は
十
分
で
な
い
。「
少
し
夜
更
け
て
」（
大
系
）「
少
し
時
刻
も

過
ぎ
て
か
ら
」（
集
成
）
で
は
か
な
た
の
「
夜
ふ
け
て
」
と
同
じ
意
味
に
な
っ
て

し
ま
ふ
。「
新
参
の
上
に
身
分
も
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
か
ら
、
少
し
お
そ
く
御
前
へ

あ
が
る
の
で
あ
ろ
う
」（
新
大
系
）
は
、
こ
な
た
と
し
て
の
心
情
を
よ
く
把
ん
で

ゐ
る
。
あ
く
ま
で
言
語
表
現
に
即
し
て
言
語
主
体
の
表
現
意
識
を
読
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ほ
、「
夜
い
た
く
ふ
け
て
、
御
前
に
も
お
ほ
と
の
ご
も
り
、
人
々
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み
な
寝
ぬ
る
の
ち
」（
枕
草
子
、
同
）
の
「
夜
ふ
け
て
」
と
比
較
す
る
と
、
そ
の

表
現
的
意
味
の
違
ひ
が
理
解
し
や
す
い
で
あ
ら
う
。

○
女む

す
め

住
ま
せ
た
る
か
た
は
、
心
こ
と
に
み
が
き
て
、
月
入
れ
た
る
槙
の
戸
口
、

け
し
き
ば
か
り
押
し
あ
け
た
り
（
源
氏
物
語
、
明
石
）

光
源
氏
が
明
石
の
上
に
逢
ふ
有
名
な
場
面
で
あ
る
。「
月
入
れ
た
る
」
は
「
月

入
り
た
る
」
と
は
違
ひ
、
前
者
は
他
動
詞
で
こ
な
た
、
後
者
は
自
動
詞
で
か
な
た

の
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
諸
注
は
徹
底
を
欠
き
、「
月
の
光
の
さ
し
こ
む
」

（
評
釈
）、「
月
の
さ
し
こ
ん
だ
」（
全
集
）
で
は
、
明
石
入
道
が
特
に
気
を
遣
っ
て

源
氏
を
迎
へ
入
れ
る
準
備
を
し
た
意
欲
を
考
慮
し
て
ゐ
な
い
。
こ
こ
は
「
月
の
光

を
さ
し
入
れ
た
」（
大
系
）
と
、
入
道
が
自
分
の
力
で
月
の
光
を
さ
し
こ
む
や
う

に
し
た
と
、
表
面
に
は
出
な
い
が
強
い
意
欲
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
今
ま
で
述
べ
て
き
た
、
こ
な
た
の
力
に
よ
る
か
な
た
の
実
現
で
あ
る
。
こ
の
点
、

「
あ
た
か
も
源
氏
を
閨ね

や

に
誘
う
か
の
よ
う
に
、
と
い
う
感
じ
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
」（
集
成
）
は
的
確
で
あ
る
が
、
訳
と
な
る
と
「
月
の
さ
し
入
っ
た
」
と
、
注

解
と
整
合
し
て
ゐ
な
い
の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。

な
ほ
、「
押
し
あ
け
た
り
」
も
注
意
す
べ
き
で
、「
あ
い
て
ゐ
る
」
は
自
動
的
な

か
な
た
の
表
現
で
自
然
に
開
い
て
ゐ
る
、「
あ
け
て
あ
る
」
は
他
動
的
な
こ
な
た

の
表
現
で
、
何
ら
か
の
意
図
で
誰
か
が
開
け
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
戸

口
」
は
、「
戸
口
が
」
と
主
格
か
、「
戸
口
を
」
と
目
的
格
か
の
ど
ち
ら
が
よ
い
か
。

こ
こ
は
こ
な
た
的
で
意
志
的
な
行
動
を
叙
し
て
ゐ
る
の
で
、
対
象
を
意
識
し
た
、

木
戸
口
を
あ
け
て
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
よ
い
。

○
か
く
て
、
つ
れ
づ
れ
と
六
月
に
な
し
つ
。（
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
天
禄
三
年
）

こ
の
「
六
月
に
な
し
つ
」
と
い
ふ
表
現
は
や
や
異
様
で
あ
る
。
作
者
は
他
の
部

分
で
は
、「
か
く
て
十
月
に
な
り
ぬ
」（
天
暦
八
年
）、「
さ
て
、
九
月
ば
か
り
に
な

り
て
」（
同
九
年
）、「
さ
な
が
ら
六
月
に
な
り
ぬ
」（
元
禄
元
年
）
と
、
多
く
「
な

る
」
で
表
し
て
ゐ
る
。「
な
り
ぬ
」
は
時
間
が
自
然
に
推
移
す
る
状
態
を
示
し
、

自
動
的
な
か
な
た
の
意
味
で
あ
る
が
、「
な
し
つ
」
は
作
為
的
、
意
志
的
な
動
作

を
示
し
、
他
動
的
な
こ
な
た
を
意
味
す
る
。
辛
い
ま
ま
、
何
を
す
る
こ
と
も
な
く
、

六
月
に
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
作
者
が
む
な
し
い
気
持
に
沈
ん
で
、
い
た
づ
ら

に
時
を
過
し
、
費
消
し
て
ゐ
る
悲
嘆
と
悔
根
を
表
す
の
で
あ
ら
う
。
こ
な
た
が
自

身
に
係
は
り
、
こ
だ
は
り
、
そ
の
内
部
か
ら
外
に
言
表
し
よ
う
と
す
る
言
語
態
度

で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
た
例
で
あ
る
。
こ
の
点
、「
六
月
を
迎
え
た
」
と
こ
な

た
に
訳
し
、「
月
日
そ
の
も
の
が
む
な
し
く
過
ぎ
、
作
者
は
そ
れ
に
流
さ
れ
て
し

ま
っ
た
気
持
を
表
す
」（
全
集
）
と
い
ふ
注
解
は
正
鵠
を
得
て
ゐ
る
。

○
ゆ
か
し
さ
よ
そ
な
た
の
雲
を
そ
ば
だ
て
て
よ
そ
に
な
し
ぬ
る
足
柄
の
山
（
十
六

夜
日
記
）

こ
の
「
そ
ば
だ
つ
」
と
は
、
高
く
聳
え
立
た
せ
る
、
立
て
る
や
う
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
作
者
が
箱
根
路
を
越
え
る
時
、
足
柄
山
に
雲
が
聳
え
立
っ
て
山
が
見
え

な
い
、
そ
れ
を
「
ゆ
か
し
さ
よ
」
と
言
っ
た
。
実
景
は
山
に
雲
が
聳
え
立
っ
て
、

視
界
が
妨
げ
ら
れ
て
見
え
な
い
。
そ
の
情
景
を
作
者
は
自
ら
雲
を
聳
え
立
た
せ
て

と
表
し
た
。
つ
ま
り
、
実
際
は
山
が
雲
に
隔
て
ら
れ
て
見
え
な
い
か
な
た
の
風
景

を
、
作
者
自
身
が
山
を
雲
で
隠
し
た
や
う
に
捉
へ
て
、
こ
な
た
側
か
ら
の
表
現
に

し
た
の
で
あ
る
。
箱
根
路
を
越
え
る
の
に
、
足
柄
山
も
見
ず
、「
よ
そ
に
」、
疎
遠

に
し
て
し
ま
っ
て
通
り
過
ぎ
る
残
念
な
気
持
が
こ
な
た
の
表
現
と
な
っ
た
。
こ
な

た
は
や
は
り
自
ら
が
関
は
り
、
関
心
を
寄
せ
る
範
囲
で
言
ひ
表
す
。
な
ほ
、
何
が

そ
ば
だ
た
せ
た
の
か
に
つ
い
て
、「
理
窟
か
ら
い
え
ば
、
箱
根
路
が
と
で
も
答
え
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る
外
な
い
」（
塚
本
哲
三
『
通
解
十
六
夜
日
記
』）
が
、
根
本
的
に
は
作
者
自
ら
か

ら
発
し
て
、
そ
こ
か
ら
全
体
者
一
般
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
合
、
結
局
「
箱

根
路
」
と
な
る
。
ま
た
、「
自
動
詞
思
想
の
他
動
詞
的
表
現
」
と
い
ふ
の
は
深
い

読
み
方
で
、
本
稿
の
用
語
で
言
へ
ば
、
か
な
た
思
想
の
こ
な
た
的
表
現
で
あ
る
。

○
愛あ

ら

ち発
の
山
と
申
す
は
…
…
巖
石
峨
々
と
し
て
、
道
す
な
ほ
な
ら
ぬ
山
な
れ
ば
、

岩
角
を
欹

そ
ば
だ

て
て
、
木
の
根
は
枕
を
並
べ
た
り
。（
義
経
記
、
巻
七
）

愛
発
山
の
峻
巖
さ
を
、
岩
角
を
高
く
鋭
く
聳
え
立
た
た
せ
、
木
は
根
を
地
上
に

現
し
て
、
と
描
写
す
る
。
こ
れ
は
山
の
根
源
的
な
力
の
発
動
を
主
に
し
た
表
現
で
、

や
は
り
こ
な
た
か
ら
の
主
観
的
な
描
写
で
、
そ
れ
だ
け
力
強
さ
が
籠
っ
て
ゐ
る
。

（
２
）
人
・
物
と
の
関
は
り

○
女
、
人
を
し
づ
め
て
、
子ね

一
つ
ば
か
り
に
、
男
の
も
と
に
来
た
り
け
り
。（
伊

勢
物
語
、
六
九
）

伊
勢
の
斎
宮
で
あ
る
女
が
狩
の
使
ひ
で
あ
る
男
の
も
と
に
「
人
を
し
づ
め
て
」

行
か
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
召
使
達
に
早
く
寝
な
さ
い
と
注
意
し
て
廻
り
、「
寝

静
ま
ら
せ
て
」（
大
系
）
か
ら
行
動
を
起
す
の
で
は
な
い
。
心
の
中
で
は
、
早
く

寝
て
ほ
し
い
、
寝
静
ま
っ
て
ほ
し
い
と
、
そ
の
時
を
ぢ
っ
と
待
つ
思
ひ
が
、
こ
の

や
う
な
、
こ
な
た
に
よ
る
表
現
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
初
め
に
挙
げ
た
「
車
を
先

に
行
か
せ
る
」
と
同
じ
発
想
で
、
実
際
に
行
為
し
な
い
が
、
意
識
と
し
て
そ
の
や

う
に
さ
せ
る
思
ひ
で
、
そ
の
実
現
を
待
つ
。「
じ
っ
と
注
意
し
て
人
が
寝
静
ま
る

の
を
待
っ
て
…
…
ま
だ
た
め
ら
う
、
細
心
な
女
心
が
よ
く
と
ら
え
ら
れ
る
」（
講

談
社
文
庫
）
の
注
解
が
最
も
秀
れ
て
ゐ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
、

○
男
…
…
狩
に
出
で
ぬ
。
野
に
あ
り
け
ど
、
心
は
そ
ら
に
て
、
今
宵
だ
に
人
し
づ

め
て
、
い
と
と
く
あ
は
む
と
思
ひ
…
…

の
「
人
し
づ
め
て
」
を
「
そ
の
他
動
性
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
て
捉
え
て
よ
か
ろ

う
」
と
し
て
、「
人
を
は
や
く
や
す
ま
せ
て
」
と
訳
し
て
ゐ
る
。「
い
と
と
く
あ
は

む
と
思
ひ
」
が
こ
な
た
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
は
せ
て
こ
の
解
釈
で
も
よ
い

で
あ
ら
う
が
、
こ
の
表
現
は
慣
用
句
的
な
表
現
で
、
待
つ
意
識
が
強
い
こ
と
か
ら

同
じ
や
う
に
解
し
て
、「
人
が
寝
静
ま
っ
て
か
ら
」（
全
集
）
と
い
ふ
程
度
で
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
現
代
語
の
感
覚
な
ら
「
他
動
性
」
で
あ
る
が
、
古
代
語

は
自
ら
手
を
下
す
や
う
に
し
て
、
そ
の
事
態
に
な
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
待
つ
姿
勢

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
や
う
や
う
人
静
ま
り
て
、
女
房
ど
も
…
…
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

群
れ
ゐ
た
り
。」（
源
氏
物
語
、
賢
木
）
は
、
単
純
な
か
な
た
の
客
観
描
写
で
、
人

も
去
っ
て
静
か
に
な
っ
た
こ
と
を
言
ふ
。
こ
れ
は
表
と
し
て
の
表
現
で
、
主
体
と

関
は
ら
な
い
客
体
的
な
捉
へ
方
で
あ
る
。
一
方
、
前
者
は
か
な
た
の
こ
と
を
言
ふ

の
に
、
か
な
た
か
ら
で
は
な
く
、
こ
な
た
か
ら
の
作
用
と
し
て
、
そ
の
結
果
を
表

し
た
こ
と
を
言
ふ
。
表
の
こ
と
、
他
の
こ
と
を
裏
と
し
て
、
主
体
の
心
、
感
情
と

の
関
係
に
お
い
て
捉
へ
る
の
で
あ
る
。

○
や
り
過
し
て
、
今
は
立
ち
て
行
け
ば
、
関
う
ち
越
え
て
、
打
出
の
涙
に
…
…
到

り
た
れ
ば
（
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
天
禄
元
年
）

石
山
詣
の
途
中
、
後
か
ら
来
た
行
列
の
一
行
を
「
や
り
過
す
」。
現
代
語
で
、

「
満
員
電
車
を
や
り
過
す
」「
相
手
に
せ
ず
、
や
り
過
す
」
に
つ
な
が
る
表
現
で
あ

る
。
先
に
、
こ
な
た
の
表
現
は
期
待
、
願
望
の
気
持
で
待
つ
と
し
て
考
へ
た
が
、

こ
こ
は
む
し
ろ
、
積
極
的
に
は
関
は
ら
う
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
、
放
任
、
人
任
せ

で
あ
る
。
こ
れ
は
文
脈
上
か
ら
消
極
的
に
な
る
の
で
あ
り
、
自
ら
関
は
ら
う
と
し
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な
い
と
こ
ろ
に
、
逆
に
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
全
く
の
無
関

心
で
あ
れ
ば
、
行
列
が
通
り
過
ぎ
て
か
ら
今
出
か
け
て
い
く
と
、
単
な
る
か
な
た

に
よ
る
捉
へ
方
と
な
る
。

○
大
前
小を

前ま
へ

宿す
く

禰ね

が
金か

な

戸と

陰か
げ

か
く
立
ち
寄
ら
ね
雨
立
ち
止
め
む
（
日
本
書
紀
、
安

康
天
皇
）

宿
禰
の
家
の
堅
固
な
門
の
か
げ
に
こ
の
や
う
に
立
ち
寄
り
な
さ
い
と
、
み
ん
な

に
呼
び
掛
け
て
ゐ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
文
が
古
事
記
允
恭
天
皇
の
条
に
も
あ

る
。
こ
こ
で
、「
雨
立
ち
止
め
む
」
は
、
立
ち
な
が
ら
雨
を
止
ま
せ
よ
う
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
、
人
力
で
雨
を
止
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
雨
を

止
ま
せ
た
い
と
逸
る
気
持
で
、
雨
が
止
む
ま
で
待
つ
、
雨
宿
り
を
す
る
と
い
ふ
こ

と
で
、「
自
己
の
意
志
の
よ
う
に
表
現
し
た
も
の
」（
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代

編
）
で
あ
る
。
か
な
た
の
こ
と
を
表
す
の
に
、
こ
な
た
か
ら
そ
の
や
う
に
仕
向
け

た
い
ほ
ど
の
期
待
、
熱
望
の
心
が
そ
の
事
態
を
動
か
す
。「
雨
が
止
む
ま
で
待
つ
」

は
受
動
的
、
消
極
的
だ
が
、「
雨
を
止
ま
せ
る
」
は
能
動
的
、
積
極
的
で
、
強
い

意
志
の
表
明
に
な
る
。
英
語
のIt rains.

のIt

は
形
式
上
の
主
語
と
さ
れ
る
が
、

本
来
、
そ
れ
が
、
何
か
大
き
な
力
あ
る
も
の
が
雨
を
降
ら
せ
る
と
い
ふ
発
想
に
よ

る
と
い
ふ
説
が
あ
る
（
泉
井
久
之
助
『
一
般
言
語
学
と
史
的
言
語
学
』）。
国
語
に

お
い
て
は
、
雨
を
降
ら
せ
、
雨
を
止
ま
せ
る
ほ
ど
、
雨
を
生
命
あ
る
、
人
間
的
な

も
の
と
共
感
的
に
捉
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
、「
物
象
と
し
て
の
雨
が

人
間
以
上
に
主
体
性
を
も
つ
力
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
」（
全
集
）
と
も
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
捉
へ
方
が
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
「
雨
を
止

め
る
」
と
い
ふ
表
現
に
残
る
の
で
あ
る
。

○
山
の
末は

に
い
さ
よ
ふ
月
を
出
で
む
か
と
待
ち
つ
つ
を
る
に
夜
ぞ
更
け
に
け
る

（
万
葉
集
、
一
〇
七
一
）

○
君
来
ず
は
形
見
に
せ
む
と
わ
が
二
人
植
ゑ
し
松
の
木
君
を
待
ち
出
で
む
（
同
、

二
四
八
四
）

前
者
は
「
月
を
出
さ
う
と
待
ち
」、
後
者
は
「
君
を
待
っ
て
出
さ
う
、
出
現
さ

せ
よ
う
」
と
い
ふ
思
考
の
展
開
で
、
結
局
は
、
月
や
君
が
出
る
、
現
れ
る
こ
と
を

ひ
た
す
ら
待
つ
こ
と
に
な
る
。
出
す
主
体
は
作
者
で
あ
り
、
対
象
の
出
現
を
熱
烈

に
期
待
す
る
気
持
が
そ
の
や
う
な
こ
な
た
志
向
の
表
現
を
生
む
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
解
説
風
に
現
代
語
訳
す
れ
ば
、
月
や
君
を
こ
ち
ら
で
出
し
た
い
く
ら
ゐ
、
早
く

出
て
ほ
し
い
と
ひ
た
す
ら
現
れ
る
の
を
待
つ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意

す
べ
き
は
、
前
の
「
雨
立
ち
止
め
む
」
と
同
じ
く
月
に
対
し
て
親
近
感
を
抱
き
、

人
間
的
な
心
を
持
っ
た
も
の
と
認
識
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
月
を
出
さ

う
と
す
る
こ
と
が
月
が
出
る
こ
と
と
同
じ
水
準
で
考
へ
ら
れ
、
こ
な
た
が
か
な
た

に
転
位
し
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
両
者
を
総
合
的
に
捉
へ
よ
う
と
す
る
意
識
が

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

○
今
来
む
と
言
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
有
明
の
月
を
待
ち
出
で
つ
る
か
な
（
古
今

集
、
六
九
一
。
百
人
一
首
）。

こ
の
有
名
な
歌
の
「
月
を
待
ち
出
づ
」
も
万
葉
集
と
同
じ
発
想
で
、
ひ
た
す
ら

恋
人
を
待
っ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
夜
明
け
の
月
を
自
ら
出
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
ふ
、
内
面
の
い
ら
立
つ
心
境
を
歌
ふ
。
そ
れ
は
意
志
的
、
行
動
的
な
、
つ

ま
り
、
こ
な
た
的
な
動
詞
に
接
続
す
る
「
つ
る
」
の
意
義
に
適
っ
て
ゐ
る
。
た
だ
、

現
代
語
訳
と
し
て
は
「
月
が
出
る
ま
で
お
待
ち
し
て
し
ま
っ
た
」（
新
大
系
）
と

す
る
し
か
な
い
ほ
ど
に
、
古
代
人
の
独
自
の
主
客
の
捉
へ
方
な
の
で
あ
る
。

○
い
か
に
と
心
さ
わ
が
し
た
ま
ふ
に
、
鶏と

り

の
音ね

待
ち
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、
夜
深
き
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も
知
ら
ず
顔
に
急
ぎ
出
で
た
ま
ふ
。（
源
氏
物
語
、
若
菜
上
）

○
秋
に
な
り
て
待
ち
出
で
た
る
や
う
な
れ
ど
、
思
ひ
し
に
は
あ
ら
ず
（
更
級
日
記
、

夫
の
死
）

「
待
ち
出
づ
」
は
散
文
の
場
合
も
こ
の
語
の
感
情
を
現
代
語
で
言
ひ
表
す
こ
と

は
難
し
く
、
第
一
例
は
、
一
応
は
「
鶏
が
鳴
く
か
と
待
っ
て
い
る
と
、
一
番
鳥
が

鳴
い
た
か
ら
」（
大
系
）
と
な
ら
う
。
し
か
し
、
光
源
氏
が
早
く
紫
の
上
の
と
こ

ろ
に
帰
り
た
い
と
焦
っ
て
ゐ
る
の
で
、
鶏
の
音
を
早
く
出
し
た
い
気
持
を
、
こ
な

た
の
表
現
で
な
か
な
か
言
ひ
に
く
い
。「
や
っ
と
鶏
の
声
も
聞
え
た
の
で
」（
新
大

系
）
と
、
か
な
た
の
表
現
で
い
ら
い
ら
し
た
気
持
を
表
す
し
か
な
い
で
あ
ら
う
。

第
二
例
は
、
夫
の
栄
転
を
長
い
間
、
希
望
し
て
ゐ
る
と
、
や
っ
と
待
っ
て
ゐ
た
通

り
、
任
官
に
持
っ
て
行
け
た
、
実
現
さ
せ
た
と
、
こ
の
語
の
本
義
か
ら
解
く
こ
と

が
で
き
る
。
待
っ
て
ゐ
て
、
そ
の
通
り
に
す
る
、
つ
ま
り
、
望
ん
で
ゐ
た
や
う
に

よ
う
や
く
そ
の
通
り
に
な
る
、
と
い
ふ
筋
道
を
経
た
表
現
で
あ
る
。

○
磯
の
間
ゆ
た
ぎ
つ
山
川
絶
え
ず
あ
ら
ば
ま
た
も
逢
ひ
見
む
秋
か
た
ま
け
て
（
万

葉
集
、
三
六
一
九
）

○
鶯
の
木
伝
ふ
梅
の
移
ろ
へ
ば
桜
の
花
の
時
か
た
ま
け
ぬ
（
同
、
一
八
五
四
）

「
か
た
」（
片
）
は
一
部
に
集
中
す
る
、
ひ
た
す
ら
、「
ま
く
」
は
「
ま
う
く
」（
設
）

で
待
ち
受
け
る
こ
と
で
、
こ
な
た
性
の
強
い
動
詞
で
あ
る
。
第
一
例
は
ひ
た
す
ら

「
秋
が
来
る
の
を
心
待
ち
し
て
」（
集
成
）
で
、
上
の
「
ま
た
も
逢
ひ
見
む
」
と
響

き
合
っ
て
、
強
い
意
志
、
期
待
を
表
す
。「
秋
と
も
な
っ
て
」（
角
川
文
庫
新
版
）

で
は
、
か
な
た
的
な
捉
へ
方
で
全
体
の
気
息
に
合
は
な
い
。
一
方
、
第
二
例
は
か

な
た
と
し
て
捉
へ
た
表
現
で
、「
時
期
が
近
づ
い
て
き
た
」（
同
）
と
、
客
観
的
な

表
現
に
な
っ
て
ゐ
る
。
時
を
待
ち
受
け
る
こ
と
は
そ
の
時
に
な
る
こ
と
で
、
こ
な

た
が
か
な
た
に
転
換
し
、
裏
の
捉
へ
方
が
表
の
捉
へ
方
に
相
通
し
た
の
で
あ
る
。

○
い
く
た
び
か
ゆ
き
か
へ
る
ら
む
七
夕
の
暮
れ
い
そ
ぐ
ま
の
心
づ
か
ひ
は
（
建
礼

門
院
右
京
大
夫
集
）

日
暮
れ
に
な
る
の
を
待
ち
遠
し
く
思
ふ
織
女
の
気
持
を
歌
ふ
。「
暮
れ
い
そ
ぐ
」

は
早
く
夕
暮
れ
に
な
っ
て
い
く
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。
珍
し
い
語
で
、
意
味
の

結
合
も
わ
か
り
に
く
い
。
語
義
に
即
し
て
考
へ
る
と
、
早
く
日
暮
れ
に
な
る
や
う

に
努
め
る
、
早
く
日
暮
れ
に
し
よ
う
と
焦
る
で
あ
り
、
主
体
の
こ
な
た
に
よ
る
行

動
と
捉
へ
る
の
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
暮
れ
急
ぐ
や
う
に
願
ふ
、
暮
れ
る
こ
と
を
心

に
急
か
せ
よ
う
と
す
る
意
志
的
な
期
待
が
、
早
く
暮
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
な

り
、
最
終
的
に
「
日
の
暮
れ
る
の
を
待
ち
遠
し
く
思
う
」（
集
成
）
と
い
ふ
わ
け

で
あ
る
。
日
暮
れ
に
な
る
こ
と
を
人
間
が
操
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど

も
、
さ
う
し
た
い
ほ
ど
急
か
さ
れ
る
強
い
願
望
を
表
す
の
で
あ
り
、
や
は
り
、
こ

な
た
に
よ
っ
て
か
な
た
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
心
の
在
り
方
を
表
し
て
ゐ
る
。

（
３
）「
を
─
み
」
の
語
法

○
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て
鶴た

づ

鳴
き
渡
る
（
万
葉
集
、

九
一
九
）

上
代
語
に
特
有
の
語
法
と
し
て
、
こ
の
「
潟
を
無
み
」、「
山
（
を
）
高
み
」、「
心

を
痛
み
」
の
や
う
な
「
を
─
み
」
の
表
現
が
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
既
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
な
た
・
か
な
た
論
か
ら
考
へ
て
み
よ

う
。「
山
を
高
み
」
は
山
を
高
く
し
て
、
高
し
と
し
て
、
高
し
と
思
っ
て
、
と
い

ふ
や
う
に
、
言
語
主
体
が
、
そ
の
や
う
に
す
る
と
い
ふ
こ
な
た
と
し
て
の
捉
へ
方

で
あ
る
。
こ
の
「
み
」
は
「
一
種
の
体
言
形
式
」
で
、「
よ
み
す
、
か
ろ
ん
ず
、



（ 16 ） 「こなた・かなた」の観点による解釈と文法（上） 249

や
す
む
ず
」
な
ど
、「
─
み
す
」
の
形
で
も
用
ゐ
ら
れ
た
（
阪
倉
篤
義
『
語
構
成

の
研
究
』）。
こ
れ
が
現
代
の
「
よ
し
と
す
る
、
自
ら
高
し
と
す
る
、
苦
し
と
せ
ず
」

に
ま
で
至
っ
て
ゐ
る
。「
を
─
み
」
は
言
語
主
体
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
山
を
高

し
と
こ
な
た
と
し
て
捉
へ
て
自
ら
さ
う
す
る
、
判
断
す
る
と
い
ふ
主
観
的
な
強
い

認
識
を
表
す
。
こ
れ
が
文
脈
上
、
第
二
義
的
に
原
因
、
理
由
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
こ
な
た
か
ら
か
な
た
へ
の
世
界
に
転
じ
て
、
客
観
的
に
山
が
高
い
の
で
と

一
般
化
さ
れ
た
表
現
に
な
り
、
個
別
者
か
ら
全
体
者
が
主
語
と
な
る
。「
あ
ら
ゆ

る
者
が
『
高
い
と
思
う
』
の
で
あ
る
た
め
に
、
主
語
が
表
出
さ
れ
ず
…
…
客
観
的

に
『
山
』
が
『
高
く
あ
る
』
の
意
味
に
転
換
す
る
」（
森
重
敏
『
日
本
文
法
の
諸

問
題
』）。「
山
高
け
れ
ば
」
と
言
へ
ば
、
純
粋
な
か
な
た
の
表
現
と
し
て
、
客
観

的
な
理
由
づ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、「
山
（
を
）
高
み
」
は
こ
な
た
を
通
し
て
、

か
な
た
を
言
は
う
と
す
る
、
主
情
的
、
感
情
的
な
表
現
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
前
者
は
「
論
理
そ
の
も
の
の
表
現
、
客
観
的
で
、
ロ
ゴ
ス
の
表
現
」、
後
者

は
「
話
者
自
身
の
態
度
の
表
現
で
パ
ト
ス
的
で
あ
る
」（
竹
岡
正
夫
『
富
士
谷
成

章
全
集
』
上
）
と
い
ふ
の
と
根
源
を
同
じ
く
す
る
考
へ
方
で
あ
る
。

（
４
）「
て
ぞ
見
る
」
の
文
型

○
嵐
吹
く
山
の
あ
な
た
の
も
み
ぢ
葉
を
戸
無
瀬
の
滝
に
落
し
て
ぞ
見
る
（
続
古
今

集
、
巻
六
）

こ
の
歌
の
中
心
は
「
落
し
て
ぞ
見
る
」
で
、「
落
す
」
の
は
誰
か
、「
落
す
」
の

意
味
は
何
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
簡
潔
に
述
べ
る
。

１
、
ひ
と
た
び
は
風
に
散
り
に
し
も
み
ぢ
葉
を
戸
無
瀬
の
滝
の
な
ほ
落
す
か
な

（（
源
）
有
房
集
）

こ
の
歌
は
単
純
で
素
直
な
読
み
方
で
、
一
度
、
風
に
大
空
を
舞
ひ
散
っ
た
も

み
ぢ
葉
を
今
度
は
滝
が
も
う
一
度
、
強
い
流
れ
で
下
に
落
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。
滝
の
激
し
い
流
れ
の
、
こ
な
た
と
し
て
の
力
を
詠
ん
で
ゐ
る
。

２
、
本
歌
を
仮
に
「
も
み
ぢ
葉
の
戸
無
瀬
の
滝
に
落
つ
る
を
ぞ
見
る
」
と
変
へ
た

場
合
、
も
み
ぢ
葉
が
流
れ
落
ち
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
や
は
り
単
純
な
か
な

た
の
表
現
と
な
る
。
本
歌
が
「
落
し
て
」
と
連
用
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
。

３
、
本
歌
を
「
見
る
」
で
な
く
、「
見
ゆ
（
る
）」
と
し
た
場
合
、
万
葉
集
的
な
把

握
で
、「
見
え
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
」「
存
在
を
見
え
る
す
が
た
に
お
い
て
描

写
的
に
把
捉
し
よ
う
と
す
る
古
代
の
心
性
」
を
示
す
（
佐
竹
昭
広
『
万
葉
集
抜

書
』）。
こ
れ
も
か
な
た
と
し
て
捉
へ
た
描
き
方
で
あ
る
。

４
、
本
歌
の
実
景
は
、
嵐
山
の
山
の
向
う
で
、
嵐
が
吹
き
散
ら
し
た
も
み
ぢ
葉
が

戸
無
瀬
の
滝
に
付
き
、
滝
の
流
れ
と
と
も
に
落
ち
て
い
く
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の

様
子
を
作
者
が
ど
う
認
識
し
て
、
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
ふ
捉
へ
方
、
表
し

方
が
問
題
で
あ
る
。

５
、「
見
る
」
の
意
味
は
単
に
見
る
、
眺
め
る
で
も
よ
い
し
、
賞
美
す
る
、
観
賞

す
る
で
も
よ
い
。

以
上
を
踏
ま
へ
て
結
論
を
述
べ
る
と
、「
落
し
て
」
の
主
語
は
作
者
で
あ
っ
て
、

自
分
自
身
が
も
み
ぢ
葉
を
滝
の
流
れ
に
落
し
て
ゐ
る
と
強
く
感
じ
入
っ
た
と
表
し

た
。
こ
な
た
と
し
て
自
ら
滝
に
な
っ
て
、
自
分
が
落
し
て
い
く
実
感
を
味
は
っ
た

の
で
あ
る
。「
落
す
」
の
意
味
は
、
滝
の
激
し
さ
、
力
強
さ
を
い
ふ
の
で
は
な
く
、

作
者
の
視
線
の
動
き
、
眼
の
着
け
ど
こ
ろ
を
表
す
。「
見
る
」
と
は
そ
の
や
う
に

視
点
を
定
め
て
、
そ
の
一
点
に
集
中
し
て
着
眼
し
た
こ
と
、
自
己
の
判
断
を
示
し

て
ゐ
る
。
実
際
は
滝
が
落
し
て
ゐ
て
も
、
ま
る
で
自
分
自
身
で
落
し
て
ゐ
る
か
の
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や
う
に
想
像
し
、
幻
視
し
、
そ
こ
に
お
も
し
ろ
み
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、「
見
ゆ
」
で
は
な
く
「
見
る
」
と
、
見
る
姿
勢
に
お
い
て
、
見
る
ま
ま
に
描

写
し
、
主
体
の
強
い
意
図
を
示
さ
う
と
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

○
さ
ら
ぬ
だ
に
ひ
か
り
涼
し
き
夏
の
夜
の
月
を
清
水
に
や
ど
し
て
ぞ
見
る
（
千
載

集
、
巻
五
）

○
千
歳
す
む
池
の
汀
の
八
重
ざ
く
ら
か
げ
さ
へ
風
に
か
さ
ね
て
ぞ
見
る
（
同
、

巻
十
）

○
雲
の
波
か
か
ら
ぬ
さ
よ
の
月
影
を
清
滝
川
に
う
つ
し
て
ぞ
見
る
（
金
葉
集
、

巻
三
）

こ
の
「
て
ぞ
見
る
」
は
中
世
和
歌
で
愛
用
さ
れ
た
表
現
形
式
で
あ
る
。
第
一
例

の
歌
は
、「
月
が
清
水
に
や
ど
る
を
ぞ
見
る
」
と
い
ふ
、
か
な
た
の
表
現
で
な
い
。

「
や
ど
し
て
」
は
作
者
が
実
際
に
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
自
ら
宿
す
や
う
な
つ
も

り
で
想
像
し
て
見
て
ゐ
る
。「
月
を
清
水
に
映
し
て
賞
美
す
る
こ
と
だ
」（
新
大

系
）
の
訳
で
は
作
者
の
意
図
は
出
て
来
な
い
。「
月
を
さ
ら
に
清
水
に
映
し
と
ど

め
て
見
る
こ
と
だ
よ
」（
上
篠
彰
次
『
千
載
和
歌
集
』）
は
作
者
の
意
図
に
や
や
近

づ
い
て
ゐ
る
。
月
を
清
水
に
自
ら
映
し
て
み
て
、
よ
り
涼
し
さ
を
味
は
う
と
し
て

ゐ
る
、
と
い
ふ
の
が
作
者
本
来
の
動
機
で
あ
ら
う
。
第
二
例
の
歌
は
、
水
面
と
水

底
の
八
重
桜
を
二
重
に
し
て
自
ら
見
よ
う
と
し
た
。「
八
重
桜
の
量
感
と
奥
行
を

出
そ
う
と
し
た
」（
新
大
系
）
作
者
の
こ
な
た
と
し
て
の
自
覚
的
な
詠
ひ
ぶ
り
が

よ
く
表
れ
て
ゐ
る
。
第
三
例
の
歌
は
「
映
し
見
る
」（
新
大
系
）
の
は
や
は
り
作

者
で
あ
り
、
そ
の
や
う
な
見
方
を
自
ら
し
て
ゐ
る
こ
と
を
詠
む
。
こ
の
表
現
方
法

は
一
種
の
見
な
し
、
見
立
て
と
い
っ
て
よ
く
、
単
に
客
観
的
に
直
叙
す
る
の
で
は

な
く
、
詠
む
者
の
見
る
姿
勢
、
詠
む
態
度
ま
で
も
表
し
て
、
そ
の
主
体
性
を
よ
り

強
く
出
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
５
）「
て
」
の
補
説

こ
れ
ま
で
取
上
げ
て
き
た
語
法
を
見
て
気
付
く
こ
と
は
、「
─
て
」
と
い
ふ
表

現
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。「
袖
濡
れ
て
、
夜
を
こ
め
て
、
人
を
し
づ
め
て
」
な
ど

連
用
修
飾
句
と
し
て
次
の
述
語
に
係
っ
て
い
く
。
こ
の
「
て
」
の
意
義
を
考
へ
る

に
当
り
、
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
巻
五
、
て
身
）
が
参
考
に
な
る
。
そ

れ
は
「
し
る
し
の
て
」
で
、「
し
ば
ら
く
神
を
隠
し
て
、
し
る
し
の
あ
ら
は
な
る

物
を
言
ふ
」。「
火
を
ち
ら
し
て
戦
ふ
」「
腹
を
よ
り
て
笑
ふ
」
で
、「
火
を
ち
ら
し

て
、
腹
を
よ
り
て
」
が
し
る
し
、「
戦
ふ
、
笑
ふ
」
を
神
と
す
る
。
神
と
は
「
話

手
の
意
識
に
と
ら
え
た
、
現
象
の
奥
に
あ
る
、
そ
の
現
象
を
生
ん
で
い
る
能
動
的

な
勢
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
し
る
し
と
は
「
そ
の
勢
が
あ
る
形
を
と
っ
て
実
現
し

た
場
合
の
現
象
」
で
、「
現
象
の
奥
に
あ
る
勢
を
、
あ
た
か
も
実
現
し
た
か
の
如

く
に
説
く
」（
中
田
祝
夫
、
竹
岡
正
夫
『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』）。
こ
れ
を
こ
な
た
・

か
な
た
論
で
言
へ
ば
、
こ
な
た
意
識
、
か
な
た
意
識
で
捉
へ
よ
う
す
る
表
現
姿
勢

が
神
で
あ
り
、「
て
」
で
表
さ
れ
て
ゐ
る
語
句
が
し
る
し
で
あ
る
。
成
章
は
そ
の

訳
し
方
と
し
て
、「
ほ
ど
に
、
よ
と
言
ふ
ほ
ど
に
」
を
示
し
、「『
つ
つ
』
に
も
通

ふ
心
あ
り
」
と
言
ふ
。
口
語
で
言
へ
ば
「
～
の
状
態
で
、
～
せ
ん
ば
か
り
に
」
で

あ
る
（
前
掲
書
）。
右
の
語
例
を
訳
せ
ば
、「
袖
が
濡
れ
る
ほ
ど
に
、
夜
を
閉
ぢ
込

め
ん
ば
か
り
に
、
人
を
寝
静
ま
ら
せ
る
と
い
ふ
ほ
ど
に
」
と
な
る
。

元
に
戻
っ
て
、「
も
み
ぢ
葉
を
…
…
滝
に
落
し
て
ぞ
見
る
」
は
作
者
自
ら
が
も

み
ぢ
葉
を
滝
に
落
さ
ん
ば
か
り
に
、
自
ら
落
し
て
と
言
ひ
た
い
ほ
ど
に
見
て
ゐ

る
、
と
解
釈
す
れ
ば
よ
り
表
現
意
識
に
迫
っ
て
い
く
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
し
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て
、
上
述
の
表
現
方
法
が
古
代
人
の
発
想
す
る
型
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
ゐ
る
こ

と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

五
、
「
か
な
た
」
か
ら
「
こ
な
た
」
へ

次
に
、「
か
な
た
」
か
ら
「
こ
な
た
」
へ
力
が
及
び
、
作
用
す
る
例
を
考
へ
よ
う
。

「
か
な
た
」
の
世
界
に
あ
る
人
や
物
が
「
こ
な
た
」
に
関
は
っ
て
、
そ
の
関
係
の

有
様
を
主
に
し
て
表
現
す
る
。

○
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
…
…
す
ず
ろ
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者

あ
ひ
た
り
。
…
…
と
い
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
け
り
。（
伊
勢
物
語
、
九
）

現
代
語
の
感
覚
で
は
「
修
行
者
に
あ
ひ
た
り
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
古

文
で
は
「
に
」
格
の
省
略
は
な
い
。
文
脈
か
ら
言
へ
ば
、
主
語
は
修
行
者
で
あ
り
、

修
行
者
が
偶
然
に
こ
ち
ら
に
来
合
は
せ
る
、
そ
の
姿
を
現
は
す
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
、
こ
ち
ら
が
あ
ち
ら
に
会
ふ
の
で
は
な
く
、
か
な
た
が
こ
な
た
に
や
っ
て
来
た

と
、
か
な
た
か
ら
の
作
用
と
し
て
表
す
。

○
明
く
る
ま
で
も
試
み
む
と
し
つ
れ
ど
、
と
み
な
る
召
使
の
き
あ
ひ
た
り
つ
れ
ば

な
む
（
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
天
暦
九
年
）

こ
れ
も
召
使
を
主
、
作
者
を
従
と
し
、
か
な
た
な
る
召
使
が
こ
な
た
な
る
作
者

の
と
こ
ろ
に
、
来
合
は
せ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
焦
点
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
「
～
に
出
で
会
ふ
」
で
、
こ
れ
は
出
く
は

す
、
巡
り
会
ふ
で
、
こ
な
た
か
ら
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

○
御み

く

匣し
げ

殿ど
の

は
見
え
さ
せ
た
ま
は
ざ
り
し
か
ば
…
…
急
ぎ
出
で
に
し
も
、
心
に
か
か

り
た
ま
ひ
て
、
た
よ
り
に
お
と
づ
れ
聞
ゆ
。（
十
六
夜
日
記
）

現
代
人
の
感
覚
で
は
、
心
に
お
か
け
申
し
上
げ
て
と
受
手
へ
の
敬
意
と
し
て
表

す
で
あ
ら
う
。
こ
こ
は
心
に
か
か
る
相
手
を
か
な
た
と
し
て
定
め
、
私
の
心
に
か

か
り
な
さ
っ
た
と
、
為
手
へ
の
敬
意
を
表
し
た
。
こ
ち
ら
が
こ
な
た
と
し
て
心
に

か
け
る
と
い
ふ
主
体
的
立
場
で
な
く
、
相
手
が
主
体
と
な
っ
て
、
こ
ち
ら
に
か
か

る
と
い
ふ
、
か
な
た
か
ら
こ
な
た
へ
受
止
め
た
の
で
あ
る
。
前
例
と
同
じ
く
、
主

体
の
重
点
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
と
い
ふ
こ
と
が
焦
点
に
な
る
。

○
か
つ
長
か
る
ま
じ
き
に
て
は
、
な
ど
さ
し
も
心
に
染
み
て
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
え

た
ま
ひ
け
む
（
源
氏
物
語
、
夕
顔
）

夕
顔
の
頓
死
の
後
、
光
源
氏
は
そ
の
素
性
を
聞
き
、
し
み
じ
み
と
夕
顔
の
こ
と

を
回
想
す
る
。
こ
こ
は
本
居
宣
長
が
「
お
ぼ
え
は
、
思
は
れ
と
い
ふ
こ
と
に
て

…
…
人
に
思
は
る
る
意
な
る
あ
り
…
…
夕
顔
の
、
我
に
あ
は
れ
と
思
は
れ
給
ひ
け

ん
と
い
ふ
意
」
と
早
く
指
摘
し
て
ゐ
る
（
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
）。
相
手
（
夕
顔
）

が
こ
ち
ら
（
源
氏
）
に
思
は
れ
な
さ
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
こ
ち
ら
か
ら
思
ふ
と
い

ふ
こ
な
た
で
は
な
く
、
か
な
た
か
ら
こ
な
た
へ
の
作
用
を
、
思
は
れ
る
と
表
し
た
。

前
者
な
ら
受
手
（
夕
顔
）
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
が
、
後
者
は
受
動
的
に
表
し
て
、

「
よ
り
さ
ら
に
婉
曲
で
丁
寧
な
言
い
方
」（
評
釈
）
で
、
為
手
（
夕
顔
）
を
敬
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
な
た
よ
り
か
な
た
へ
の
表
現
の
方
が
よ
り
一
般
化
、
客
観
化
さ

れ
、
間
接
的
に
な
っ
て
「
婉
曲
」
的
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
言
ひ
方
は
平
安

時
代
に
多
く
見
ら
れ
る
。

○
ま
こ
と
、
こ
の
世
の
中
に
恥
か
し
き
も
の
と
お
ぼ
え
た
ま
へ
る
弁
の
少
将
の
君

（
落
窪
物
語
、
巻
一
）

○
夜
昼
心
に
か
か
り
て
お
ぼ
え
た
ま
ひ
つ
つ
、
恋
し
く
わ
び
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ひ

け
り
（
大
和
物
語
、
一
五
〇
）
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○
中
納
言
・
大
納
言
・
大
臣
な
ど
に
な
り
た
ま
ひ
て
は
…
…
や
む
ご
と
な
う
お
ぼ

え
た
ま
ふ
こ
と
の
（
枕
草
子
、
位
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き
）

第
一
例
は
す
ば
ら
し
い
方
と
思
は
れ
な
さ
っ
て
ゐ
る
と
、
か
な
た
の
表
現
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
を
「
私
ど
も
で
恥
ず
か
し
く
感
ず
る
ほ
ど
の
美
男
と
し
て

存
じ
て
お
り
ま
す
」（
全
集
）
と
、
下
二
段
活
用
の
「
た
ま
ふ
る
」
と
解
す
る
説

が
あ
る
。
確
か
に
已
然
形
の
「
た
ま
へ
る
」
は
四
段
活
用
と
同
じ
活
用
形
に
な
る

が
、
こ
こ
は
少
将
の
こ
と
を
客
観
的
に
語
っ
て
ゐ
る
場
面
で
、
主
観
的
な
こ
な
た

か
ら
の
思
ひ
で
は
な
く
、
世
間
の
人
（
全
体
者
）
か
ら
の
評
判
と
い
ふ
か
な
た
の

描
写
と
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
例
は
釆
女
が
帝
を
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
身
分

が
違
ひ
過
ぎ
る
の
で
、
こ
な
た
と
し
て
直
接
に
言
は
ず
に
、
か
な
た
の
こ
と
と
し

て
、
帝
が
勝
手
に
、
知
ら
ぬ
間
に
釆
女
に
思
は
れ
な
さ
っ
て
と
し
て
表
し
た
。
源

氏
物
語
の
例
の
や
う
に
、
こ
の
方
が
帝
に
対
す
る
敬
意
が
よ
り
高
く
な
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
次
の
説
明
が
あ
る
。「
釆
女
の
こ
と
に
尊
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
釆

女
の
心
に
思
わ
れ
る
』
と
い
う
こ
と
と
、『
天
皇
が
釆
女
に
思
わ
れ
な
さ
る
』
と

い
う
こ
と
が
混
合
し
て
、
こ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
表
現
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
」（
全
集
）。「
お
ぼ
え
」
に
二
つ
の
絡
み
合
っ
た
意
味
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き

な
が
ら
、
こ
れ
が
自
動
と
受
動
の
両
用
、
あ
る
い
は
中
間
の
意
味
が
あ
る
、
中
相

（
中
動
態
、
中
間
態
）
で
あ
る
こ
と
（
後
述
）
を
知
ら
ず
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た

の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
端
的
に
言
へ
ば
「
お
ぼ
ゆ
」
の
「
ゆ
」
は
受

身
で
あ
り
、
他
人
か
ら
思
は
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
た
ま
ふ
」
が
つ
い
て
、

思
は
れ
る
こ
と
を
さ
れ
る
と
考
へ
れ
ば
よ
い
。
こ
な
た
か
、
か
な
た
か
と
い
ふ
観

点
で
、
主
体
が
何
か
を
考
へ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
難
解
で
は
な
い
。
第
三
例
は
同
じ
考

え
方
で
解
釈
で
き
、
典
型
的
な
か
な
た
の
表
現
で
あ
る
。

○
言
の
み
を
後
も
逢
は
む
と
ね
も
こ
ろ
に
我
を
た
の
め
て
逢
は
ざ
ら
む
か
も
（
万

葉
集
、
七
四
〇
）

「
頼
め
て
」
は
周
知
の
ご
と
く
、
か
な
た
か
ら
こ
な
た
に
、
頼
り
に
思
は
せ
て

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

○
定
め
な
き
命
は
知
ら
ぬ
旅
な
れ
ど
ま
た
あ
ふ
さ
か
と
た
の
め
て
ぞ
ゆ
く
（
十
六

夜
日
記
）

自
分
自
身
を
頼
み
に
思
は
せ
る
、
あ
て
に
さ
せ
る
と
、
自
分
を
か
な
た
に
置
い

て
、
も
う
一
人
の
こ
な
た
の
自
分
に
励
ま
し
、
元
気
づ
け
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
こ

れ
を
「
た
の
み
て
ぞ
ゆ
く
」
と
言
へ
ば
、
あ
り
き
た
り
で
、
切
実
で
切
迫
し
た
気

持
が
表
さ
れ
な
い
。
こ
こ
は
「
他
動
詞
を
使
っ
た
自
己
慰
安
の
気
分
」「
気
休
め

を
い
う
の
心
持
」（
塚
本
哲
三
、
前
掲
書
）
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

こ
と
を
別
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、「
た
の
め
て
」
は
こ
な
た
（
自
、
裏
）
の
こ
と

を
い
ふ
の
に
、
そ
れ
自
身
と
し
て
で
は
な
く
、
か
な
た
（
他
、
表
）
の
は
た
ら
き

と
し
て
別
の
面
か
ら
捉
へ
て
表
す
。
一
方
、「
た
の
み
て
」
は
こ
な
た
の
こ
と
を

初
め
か
ら
こ
な
た
の
こ
と
と
し
て
捉
へ
て
表
す
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

○
か
の
大
納
言
の
み
む
す
め
物
し
た
ま
ふ
と
聞
き
た
ま
へ
し
は
（
源
氏
物
語
、

若
紫
）

「
聞
き
た
ま
へ
し
」、
ま
た
「
見
た
ま
へ
て
」「
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
な
ど
の
「
た

ま
へ
」
は
こ
ち
ら
側
の
卑
下
謙
遜
の
意
で
、
対
者
に
敬
意
を
表
し
、
会
話
や
消
息

文
に
用
ゐ
る
。
こ
の
「
敬
意
の
対
者
が
全
体
者
で
あ
り
、
当
面
の
聞
手
個
人
は
た

だ
そ
の
全
体
者
の
一
つ
の
具
体
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
も
の
」（
森
重
敏
、
前
掲

書
）
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
こ
な
た
・
か
な
た
論
で
言
ひ
直
す
と
、
か
な
た
か
ら
の

導
き
と
し
て
、
こ
な
た
に
そ
の
や
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
謙
遜
す
る
と
い
ふ
思
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考
の
構
造
で
あ
る
。
全
体
者
た
る
か
な
た
の
作
用
と
し
て
、
こ
な
た
は
敬
意
を

持
っ
て
、
主
観
的
に
受
止
め
る
。
一
方
、
為
手
尊
敬
の
「
た
ま
ふ
」
は
、
こ
な
た

か
ら
か
な
た
へ
の
敬
意
の
表
現
で
、
客
観
的
、
単
一
的
に
表
し
て
ゐ
る
。

六
、「
こ
な
た
」
「
か
な
た
」
の
総
合
的
表
現

以
上
、
こ
な
た
と
か
な
た
を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
、
ま
た
、
両
者
の
作
用
に
絡
め

て
表
現
す
る
場
合
を
考
察
し
て
き
た
。
次
の
問
題
は
、
一
つ
の
語
（
句
）
が
こ
な

た
と
か
な
た
の
両
方
の
意
味
を
含
ん
で
、
総
合
的
に
表
す
こ
と
が
あ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。

○
物も

の

思も

ふ
と
人
に
は
見
え
じ
下
紐
の
下
ゆ
恋
ふ
る
に
月
ぞ
経
に
け
る
（
万
葉
集
、

三
七
〇
八
）

○
あ
な
が
ち
に
志
を
見
え
あ
り
く
（
竹
取
物
語
）

第
一
例
は
人
に
は
見
ら
れ
な
い
や
う
に
し
た
い
と
受
身
の
意
味
で
よ
い
が
、
第

二
例
は
意
識
的
に
か
ぐ
や
姫
へ
の
志
の
あ
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
や
う
に
し
て

と
、
受
身
と
い
ふ
よ
り
、
見
せ
る
や
う
に
す
る
と
使
役
の
意
味
に
な
る
。
以
上
は

周
知
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
を
、
第
一
例
は
自
分
に
関
は
ら
ず
人
が
勝
手
に
見
る
と

い
ふ
こ
と
で
、
か
な
た
の
表
現
、
第
二
例
は
自
ら
積
極
的
に
行
ふ
の
で
、
こ
な
た

の
表
現
に
移
行
し
て
ゐ
る
と
捉
へ
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
受
身
は
か
な
た
、
使
役

は
こ
な
た
と
基
本
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
こ
の
両
方
の
意
味
が
同
時
的
に
一
語
に

含
ま
れ
て
ゐ
る
。
表
と
裏
、
無
意
志
と
有
意
志
、
ひ
と
ご
と
と
わ
が
こ
と
の
両
義

を
重
層
的
に
合
せ
持
っ
た
表
現
構
造
で
あ
る
。

○
帝
は
（
釆
女
ヲ
）
召
し
し
か
ど
も
、
こ
と
と
も
お
ぼ
さ
ず
。
さ
す
が
に
つ
ね
に

は
見
え
た
て
ま
つ
る
。（
大
和
物
語
、
一
五
〇
）

釆
女
は
帝
を
思
ひ
慕
ふ
が
、
帝
は
相
手
に
も
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
い
つ
も
は

仕
事
と
し
て
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」。
現
代
人
の
感
覚
で
は
「
見
た
て
ま
つ
る
」

が
自
然
な
言
ひ
方
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
「
見
え
」
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
。「
見

た
て
ま
つ
る
」
は
見
申
し
上
げ
る
で
、
受
手
（
帝
）
へ
の
敬
意
が
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
は
直
訳
す
る
と
、
見
ら
れ
申
し
上
げ
る
で
、
受

身
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
ひ
直
す
と
、
前
者
は
こ
な
た
か
ら
の
表
現
で
、
一

直
線
の
言
ひ
方
、
後
者
は
か
な
た
か
ら
の
表
現
で
、
そ
れ
を
こ
な
た
と
し
て
二
重

に
受
止
め
る
。
見
ら
れ
申
し
上
げ
る
こ
と
は
見
せ
申
し
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

自
分
の
姿
を
見
せ
申
し
上
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
自
分
自
身

と
の
関
は
り
合
ひ
か
ら
表
現
す
る
こ
な
た
・
か
な
た
の
両
面
的
な
総
合
的
表
現
で

あ
る
。
前
項
の
「
志
を
見
え
あ
り
く
」
の
「
見
え
」
と
基
本
的
に
同
じ
発
想
で
あ

る
。
こ
の
敬
語
意
識
は
直
接
的
な
受
手
尊
敬
で
な
く
、
受
動
的
、
間
接
的
に
受
手

に
敬
意
を
表
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
高
い
敬
意
を
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
け

こ
な
た
を
抑
へ
て
、
か
な
た
的
に
表
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
こ
の
部
分

を
「
釆
女
は
つ
ね
に
帝
を
宮
中
で
見
申
し
上
げ
る
」（
学
術
文
庫
）
と
訳
し
て
ゐ

る
の
は
、「
見
え
」
の
本
義
を
理
解
し
て
ゐ
な
い
こ
と
に
よ
ら
う
。

○
は
か
な
き
花
紅
葉
に
つ
け
て
も
志
を
見
え
た
て
ま
つ
り
（
源
氏
物
語
、
桐
壷
）

○
世
の
中
の
、
い
と
憂
く
思
ゆ
る
ほ
ど
過
ぐ
し
て
な
む
、
人
に
も
見
え
た
て
ま
つ

る
べ
き
（
同
、
葵
）

第
一
例
は
光
源
氏
が
藤
壷
に
「
心
の
ほ
ど
を
お
目
に
お
か
け
申
し
」（
評
釈
）

で
、
前
項
と
同
じ
く
、
か
な
た
の
受
身
形
で
や
や
遠
廻
し
に
言
ふ
。
そ
の
方
が
こ

な
た
の
自
己
を
控
へ
目
に
し
て
、
敬
意
が
深
く
な
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
を
「
藤
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壷
に
対
す
る
情
愛
を
見
ら
れ
な
さ
れ
」（
大
系
）
と
、「
見
え
」
を
受
動
態
に
と
っ

た
の
は
い
い
が
、
そ
れ
を
為
手
（
源
氏
）
へ
の
敬
意
に
解
し
た
の
は
ど
う
い
ふ
こ

と
か
。
こ
こ
は
藤
壷
に
見
ら
れ
る
や
う
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
に
言
へ
ば
、
志

を
見
せ
る
、
示
す
と
、
こ
な
た
の
言
ひ
方
に
な
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
藤
壷
へ
の

敬
意
で
あ
る
。
第
二
例
は
、
葵
の
上
の
死
後
、
辛
く
思
は
れ
る
時
を
過
ご
し
て
か

ら
「
人
に
も
見
ら
れ
ま
し
ょ
う
」（
大
系
）
で
、
や
は
り
受
身
の
敬
意
を
か
な
た

と
し
て
捉
へ
て
表
す
。
こ
れ
は
ま
た
逆
に
言
へ
ば
「
人
に
も
お
会
い
し
ま
し
ょ
う
」

（
評
釈
）
と
、
能
動
的
な
、
こ
な
た
と
し
て
捉
へ
て
表
し
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
な
た
、
か
な
た
を
総
合
的
に
一
語
で
表
し
得
る
の
で
あ
る
。

○
春
の
野
に
あ
さ
る
雉

き
ぎ
し

の
妻
恋
ひ
に
お
の
が
あ
た
り
を
人
に
知
れ
つ
つ
（
万
葉

集
、
一
四
四
六
）

○
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
ち
に
け
り
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
初
め
し
か
（
拾

遺
集
、
巻
十
一
。
百
人
一
首
）

ど
ち
ら
も
世
間
の
人
に
知
ら
れ
た
の
だ
が
、
結
果
的
に
、
そ
の
つ
も
り
は
な

か
っ
た
の
に
知
ら
せ
た
こ
と
に
な
る
。
前
の
「
見
ゆ
」
ほ
ど
使
役
的
な
意
味
は
な

い
が
、
自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
さ
う
し
て
し
ま
っ
た
と
い
ふ
、
こ
な
た
的
な
意
味

合
ひ
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。「
人
に
知
れ
つ
つ
」
の
「
つ
つ
」
は
前
述
の
富
士
谷
成

章
の
「
て
」
に
通
ひ
、「
人
に
知
れ
て
」
と
も
い
へ
、
人
が
知
る
と
い
ふ
状
態
で

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
や
は
り
両
義
性
を
持
っ
た
総
合
的
な
表
現
に

な
る
の
で
あ
ら
う
。

○
由
良
の
門と

を
渡
る
舟
人
か
ぢ
を
絶
え
ゆ
く
へ
も
し
ら
ぬ
恋
の
道
か
も
（
新
古
今

集
、
一
〇
七
一
。
百
人
一
首
）

周
知
の
歌
で
、
諸
注
は
多
く
「
梶
を
失
っ
て
、
な
く
し
て
」
と
す
る
。
こ
れ
は

自
ら
さ
う
し
た
の
だ
ら
う
か
。「
絶
ゆ
」
は
絶
た
れ
、
絶
や
さ
れ
と
受
身
的
な
表

現
で
、
か
な
た
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
舟
人
に
と
っ
て
は
身
に
か
か
る
こ
と

で
、
わ
が
身
か
ら
出
た
こ
と
、
自
己
の
責
任
の
や
う
に
捉
へ
て
、
絶
や
し
、
無
く

し
と
い
ふ
、
こ
な
た
の
捉
へ
方
に
な
る
。
そ
の
意
味
は
「
を
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

間
投
助
詞
の
や
う
な
曖
昧
な
も
の
で
は
な
く
、
格
助
詞
と
し
て
目
的
意
識
を
表

す
。
こ
の
こ
と
は
「
さ
て
二
十
余
日
に
こ
の
月
も
な
り
ぬ
れ
ど
、
あ
と
絶
え
た
り
」

（
か
げ
ろ
ふ
日
記
、
天
延
元
年
）
の
「
あ
と
絶
ゆ
」
と
比
べ
て
理
解
で
き
る
。
後

者
は
自
然
と
あ
と
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
と
ご
と
の
や
う
に
自
己
と

関
は
り
な
く
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
は
「
か
ぢ
を
絶
え
」
で
、
自

ら
の
行
動
の
結
果
と
判
断
し
、
わ
が
こ
と
と
し
て
切
実
感
が
あ
る
。
な
ほ
、「
け

ふ
見
え
た
り
し
人
、
そ
の
ま
ま
に
二
十
余よ

か日
あ
と
を
絶
ち
た
り
」（
同
、
天
禄
二

年
）
は
こ
な
た
か
ら
強
固
な
意
志
で
も
っ
て
絶
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
ふ
。

「
か
ぢ
を
絶
え
」
は
意
志
は
な
か
っ
た
が
、
わ
が
身
に
降
り
か
か
っ
た
関
係
性
を

言
ふ
の
が
主
眼
な
の
で
あ
る
。

○
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
さ
そ
ふ
水
あ
ら
ば
去い

な
む
と
ぞ
思
ふ

（
古
今
集
、
九
三
八
）

諸
注
は
「
根
が
絶
え
て
」（
角
川
文
庫
新
版
）、「
根
を
絶
や
し
て
で
も
同
じ
こ

と
」（
全
集
）、「
根
を
断
ち
切
っ
て
」（
集
成
）
と
、
不
十
分
で
あ
る
。
単
純
な
自

動
で
も
、
他
動
と
同
じ
で
も
、
強
い
他
動
で
も
な
い
。
こ
の
次
に
「
さ
そ
ふ
水
あ

ら
ば
」
と
言
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
流
れ
に
任
せ
る
消
極
的
な
態
度
で
あ
る
。
根
を

絶
た
れ
て
、
絶
ち
切
ら
れ
た
ま
ま
と
い
ふ
、
む
し
ろ
受
動
的
な
意
味
に
取
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
強
ひ
て
言
へ
ば
、「
根
を
」
と
こ
な
た
に
捉
へ
た
が
、
次
に
、「
絶
え
」

と
か
な
た
に
転
じ
、
自
ら
に
関
は
る
事
態
と
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
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○
弓
手
の
膝
口
を
射
さ
せ
、
痛
手
な
れ
ば
、
心
静
か
に
自
害
せ
ん
と
て
（
平
家
物

語
、
巻
四
）

○
佐
々
木
判
官
も
馬
を
射
さ
せ
て
、
乗
り
か
へ
を
待
つ
ほ
ど
に
（
太
平
記
、
巻
二
）

い
は
ゆ
る
武
者
詞
（
武
士
詞
）
で
、
戦
ひ
で
自
軍
に
関
す
る
こ
と
を
「
射
ら
れ
」

と
受
身
的
に
表
現
し
な
い
で
、
縁
起
を
か
つ
い
で
負
け
惜
し
み
の
や
う
に
さ
う
さ

せ
る
と
、
使
役
的
に
表
現
す
る
。
形
は
使
役
で
あ
る
が
、
内
実
は
受
身
で
あ
る
。

こ
な
た
と
か
な
た
の
関
は
り
合
ひ
に
よ
っ
て
生
れ
た
主
情
的
、
感
情
的
な
表
現

で
、
そ
れ
が
一
語
に
よ
っ
て
総
合
的
に
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

○
を
み
な
へ
し
多
か
る
野
辺
に
宿
り
せ
ば
あ
や
な
く
あ
だ
の
名
を
や
立
ち
な
む

（
古
今
集
、
二
二
九
）

○
い
と
あ
る
ま
じ
き
名
を
立
ち
て
身
の
あ
は
あ
は
し
く
な
り
ぬ
る
嘆
き
を
（
源
氏

物
語
、
若
菜
下
）

○
せ
め
て
な
が
ら
へ
ば
お
の
づ
か
ら
あ
る
ま
じ
き
名
を
も
立
ち
（
同
、
柏
木
）

こ
の
「
名
を
立
ち
」
の
理
解
は
混
乱
し
て
ゐ
る
。
第
一
例
に
つ
い
て
、「
浮
気

だ
と
い
う
評
判
を
立
て
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」（
大
系
）、「
評
判
が
立
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
」（
全
集
）
と
相
反
し
た
解
釈
に
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
第
二
例
で
も
「
と

ん
で
も
な
い
評
判
を
立
て
て
」（
全
集
）「
浮
き
名
が
立
っ
て
」（
集
成
）
と
同
じ

傾
向
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、「
悪
い
評
判
を
立
て
る
」
と
し
て
、「
意
味
上
他
動

詞
的
に
解
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
か
、
よ
く
分
っ
て
い
な

い
」（
角
川
古
語
大
辞
典
）
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
問
題
を
こ
な
た
・
か
な
た
論
で
考
へ
る
と
次
の
や
う
に
な
る
。
浮
気
や
良

く
な
い
評
判
は
自
分
か
ら
好
ん
で
立
て
る
も
の
で
は
な
い
。
立
て
よ
う
と
し
て
立

つ
の
で
は
な
く
、
誰
か
第
三
者
が
立
て
て
し
ま
ふ
。
つ
ま
り
、
他
か
ら
立
て
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
名
が
立
つ
。「
浮
名
が
立
つ
」
と
い
へ
ば
そ
れ
は
ひ
と
ご
と

で
、
か
な
た
と
し
て
自
ら
関
は
り
が
な
い
。
し
か
し
、「
浮
名
を
立
つ
」
は
、「
を
」

を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
な
た
と
し
て
、
目
的
意
識
を
持
っ
て
、
そ
こ
に

主
体
的
な
わ
が
こ
と
と
し
て
の
意
味
が
発
現
す
る
。
自
ら
さ
う
し
た
の
で
は
な
い

が
、
結
果
的
に
は
自
分
が
立
て
た
の
と
同
じ
ほ
ど
だ
と
い
ふ
、
口
惜
し
い
気
持
を

言
ふ
の
で
あ
る
。

○
け
ふ
は
な
ほ
な
ほ
し
く
下
れ
る
き
は
の
好
き
者
ど
も
に
名
を
立
ち
、
あ
ざ
む
か

れ
て
（
同
、
若
菜
上
）

何
で
も
な
い
身
分
の
低
い
者
に
「
名
を
立
ち
、
あ
ざ
む
か
れ
」
と
、
下
に
受
身

表
現
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
、
そ
の
上
も
浮
名
を
立
て
ら
れ
と
受
身
に
な
ら

う
。「
名
を
立
て
」
や
「
名
立
ち
、
名
に
立
ち
」
の
や
う
に
単
純
な
こ
な
た
表
現

や
か
な
た
表
現
で
は
な
い
。「
名
を
立
ち
」
は
こ
れ
ま
で
の
「
志
を
見
え
」「
梶
を

絶
え
」
と
同
じ
く
、
こ
な
た
か
ら
と
し
て
捉
へ
る
か
、
か
な
た
か
ら
と
し
て
捉
へ

る
か
、
ど
ち
ら
側
か
ら
の
発
動
と
し
て
も
捉
へ
ら
れ
る
総
合
的
な
表
現
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。「
あ
ら
は
す
」
は
、「
自
ら
を
あ
ら
は
に
す
る
こ
と
」、「
あ
ら
は
る
」

は
何
か
に
よ
っ
て
「
自
ら
が
あ
ら
は
に
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
（
阪
倉
篤
義
、
前

掲
書
）。
こ
れ
は
「
す
」
と
「
る
」
の
対
応
に
よ
る
が
、「
名
を
立
ち
」
は
一
語
に

よ
っ
て
同
じ
や
う
な
相
反
す
る
意
義
を
持
っ
て
ゐ
る
。

以
上
の
こ
と
を
現
代
語
の
例
で
説
明
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。「
浮
名
が

立
つ
」
は
か
な
た
の
表
現
、「
浮
名
を
立
て
る
」
は
こ
な
た
の
表
現
で
、
誰
か
が
、

あ
る
い
は
ま
れ
に
自
ら
得
意
に
な
っ
て
立
て
る
。「
浮
名
が
立
て
ら
れ
る
」
は
か

な
た
の
表
現
だ
が
、
第
一
例
と
異
な
る
の
は
そ
れ
が
自
分
の
身
に
降
り
懸
り
、
自

然
に
影
響
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。「
浮
名
を
立
て
ら
れ
る
」
は
か
な
た
か
ら
で
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あ
っ
て
も
、
あ
た
か
も
こ
な
た
か
ら
さ
う
し
た
や
う
に
、
自
分
の
不
注
意
、
不
徳
、

失
敗
と
し
て
さ
う
な
っ
た
こ
と
を
認
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
さ

ら
に
文
法
的
に
考
察
す
る
と
、「
浮
名
が
立
て
ら
れ
る
」
は
「
浮
名
」
が
「
立
て
ら

れ
る
」
と
主
語
述
語
の
関
係
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、「
浮
名
を
立
て
ら
れ

る
」
は
「
浮
名
を
立
て
る
」
の
目
的
格
の
「
浮
名
」
の
格
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、「
浮

名
を
立
て
」
と
い
ふ
関
係
が
ま
づ
成
立
し
、
こ
の
全
体
を
受
身
の
接
尾
語
「
ら
れ

る
」
が
「
包
摂
、
包
容
」（
阪
倉
篤
義
、
前
掲
書
）
す
る
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
も
、
前
者
は
か
な
た
、
後
者
は
こ
な
た
の
発
想
が
基
盤
に
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

○
柳
原
の
あ
た
り
に
、
強
盗
法
師
と
号
す
る
僧
あ
り
け
り
。
た
び
た
び
強
盗
に
あ

ひ
た
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
の
名
を
つ
き
に
け
る
（
徒
然
草
、
四
六
）

○
信
濃
前
司
行
長
…
…
七
徳
の
舞
を
ふ
た
つ
忘
れ
た
り
け
れ
ば
五
徳
の
冠
者
と
異

名
を
つ
き
に
け
る
こ
と
を
、
心
う
き
こ
と
に
し
て
（
同
、
二
二
六
）

第
一
例
は
正
徹
本
が
「
つ
き
」、
烏
丸
本
が
「
つ
け
」、
第
二
例
は
と
も
に
「
つ

き
」
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
両
例
と
も
「
つ
き
」
が
よ
い
。
第
一
例
は
僧
に
ふ
さ
は

し
く
な
い
あ
だ
名
が
つ
い
た
こ
と
、
第
二
例
は
面
目
な
い
あ
だ
名
が
つ
い
た
こ
と

で
、
前
項
と
同
じ
く
恥
づ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
あ
だ
名
は
当
人
自
ら
が
つ
け
る
も

の
で
は
な
い
。
人
々
が
勝
手
に
つ
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
人
々
は
誰
か
と
い
ふ
ほ

ど
で
な
い
全
体
者
で
あ
る
。
当
人
に
と
っ
て
、
不
本
意
で
不
名
誉
な
あ
だ
名
を
つ

け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
当
人
の
不
覚
、
油
断
に
よ
る
こ
と
で
、
根
源
は

自
ら
に
発
し
て
ゐ
る
。
結
果
的
に
は
自
ら
さ
う
し
た
、
さ
う
な
っ
た
の
と
同
じ
こ

と
で
、
自
分
と
関
は
り
、
こ
な
た
、
か
な
た
の
総
合
的
な
表
現
と
し
て
成
立
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
四
段
活
用
の
他
動
詞
で
人
が
つ
け
た
」（
全
集
）
と
す
る

の
は
十
分
に
解
釈
し
て
ゐ
な
い
。
人
に
つ
け
ら
れ
た
、
自
ら
人
に
つ
け
ら
れ
る
や

う
に
し
た
と
い
ふ
の
が
正
し
い
。

○
昔
…
…
陸
奥
守
を
こ
そ
望
み
し
に
、
今
は
又
引
か
へ
て
、
露
の
身
一
つ
置
わ
び

て
、
雪
の
頭
を
剃
り
落
し
、
思
は
ぬ
外
の
法
名
を
つ
き
て
（
保
元
物
語
、
中
、

為
義
降
参
の
事
）

こ
こ
で
「
思
は
ぬ
外
」（
思
ひ
の
他
）
に
注
意
す
る
と
、
当
人
の
思
ひ
も
し
な

か
っ
た
残
念
な
結
果
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
付
け
る
は
め
に
な
り
」（
全

集
）
は
考
へ
ら
れ
た
訳
だ
が
、
あ
と
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
付
け
ら
れ
て
と
受
身
で

解
す
る
の
が
至
当
で
あ
る
。
法
名
も
自
分
で
つ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
法
名
を
つ

け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
名
が
つ
い
た
こ
と
に
な
り
、
結
局
は
自
分
で
つ
け

た
ご
と
く
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
な
た
、
か
な
た
を
複
合
的
に
表
現
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

○
お
の
が
じ
し
は
ち
り
も
つ
か
じ
と
身
を
も
て
な
し
（
源
氏
物
語
、
帚
木
）

「
自
分
自
分
は
塵
も
つ
か
ぬ
よ
う
に
と
」（
評
釈
）
で
は
、
あ
ま
り
に
も
ひ
と
ご

と
で
、
か
な
た
的
で
、
注
意
が
足
り
な
い
。
こ
こ
の
「
つ
く
」
は
前
と
同
じ
く
、

総
合
的
な
表
現
で
「
ち
よ
っ
と
し
た
け
ち
も
つ
け
ら
れ
ま
い
と
」（
全
集
）
の
や

う
に
、
受
身
で
表
し
、「
ま
い
」
と
い
ふ
こ
な
た
の
志
向
で
、
含
み
を
持
っ
た
意

味
と
し
て
生
き
て
く
る
。
な
ほ
、「
目
慣
れ
ぬ
文
字
を
つ
か
ん
と
す
る
」（
徒
然
草
、

一
一
六
）、「
能
を
つ
か
ん
と
す
る
人
」（
同
、
一
五
〇
）、「
若
き
ほ
ど
は
…
…
能

を
も
つ
き
、
学
問
を
も
せ
ん
と
」（
同
、
一
八
八
）
の
「
つ
く
」
は
通
説
で
は
自

動
詞
を
他
動
詞
的
に
使
ひ
、
習
得
す
る
、
身
に
付
け
る
意
と
す
る
。
こ
の
用
法
が

ど
う
い
ふ
経
緯
で
生
れ
た
か
、「
名
を
つ
き
」
か
ら
類
推
し
た
の
か
、
こ
な
た
・

か
な
た
論
で
解
け
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
、
芸
能
を
身
に

つ
け
よ
う
と
努
力
し
、
そ
の
良
い
結
果
と
し
て
身
に
つ
い
た
と
、
総
合
的
に
表
し



（ 24 ） 「こなた・かなた」の観点による解釈と文法（上） 241

た
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

○
た
だ
こ
の
姫
君
の
点
つ
か
れ
た
ま
ふ
ま
じ
く
と
、
よ
ろ
づ
に
お
ぼ
し
の
た
ま

ふ
。（
源
氏
物
語
、
螢
）

○
け
し
か
ら
ず
人
に
点
つ
か
る
べ
き
振
舞
は
せ
じ
と
思
ふ
も
の
を
（
同
、
若
菜
下
）

こ
の
第
一
、二
例
と
も
に
「
点
つ
く
」
の
受
身
形
の
連
語
と
考
へ
ら
れ
る
。「
点
」

は
非
難
で
、「
点
つ
く
」
は
人
の
欠
点
を
非
難
す
る
こ
と
、「
名
を
つ
き
」
と
同
じ

や
う
に
言
へ
ば
、「
点
を
つ
く
」
と
な
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
は
「
点
付
か
る
」
と

い
ふ
「
用
法
が
固
定
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
例
解
古
語
辞
典
）。「
付
く
」

を
「
下
二
段
活
用
で
あ
る
こ
と
が
自
然
」（
同
）
と
す
る
が
、
今
ま
で
見
て
き
た

例
か
ら
考
へ
る
と
、
四
段
活
用
で
あ
る
と
考
へ
る
方
が
よ
い
。
ま
た
、
逆
に
、「
点

つ
か
る
」
が
受
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
名
を
立
ち
」「
名
を
つ
き
」
も
同
じ
や
う

に
受
身
を
含
意
し
て
ゐ
る
と
考
へ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
こ
な

た
、
か
な
た
の
総
合
的
表
現
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

な
ほ
付
け
加
へ
れ
ば
、
現
代
語
の
「
傷
つ
く
」
は
四
段
活
用
の
自
動
詞
で
、「
傷

つ
き
や
す
い
年
頃
」「
体
面
が
傷
つ
く
」
と
言
ひ
、「
心
に
痛
手
を
受
け
る
、
ま
た
、

人
の
名
誉
な
ど
が
そ
こ
な
わ
れ
る
」
と
い
ふ
意
味
が
あ
る
（
大
辞
林
第
三
版
）。

こ
れ
は
自
ら
さ
う
す
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
受
身
的
に
さ
う
な
っ
て
し
ま
ふ
、

さ
う
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
か
な
た
で
は
あ
る
が
、
こ
な
た
へ
の
作
用
と
し
て
も
は

た
ら
い
て
く
る
。

○
こ
の
世
に
の
の
し
り
た
ま
ふ
光
源
氏
、
か
か
る
つ
ひ
で
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま

は
ん
や
。（
源
氏
物
語
、
若
紫
）

「
の
の
し
る
」
は
世
間
で
噂
を
し
て
大
騒
ぎ
す
る
こ
と
で
、
こ
の
「
た
ま
ふ
」

の
敬
意
の
対
象
は
世
間
に
対
し
て
で
は
も
と
よ
り
な
く
、
光
源
氏
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。
評
判
は
自
分
で
立
て
る
も
の
で
は
な
く
、
人
々
が
噂
を
し
て
も
て
は
や

し
、
最
終
的
に
そ
の
人
が
評
判
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
そ
の
結
果
の
状
態
を

表
し
た
も
の
で
、「
の
の
し
ら
れ
た
ま
ふ
」
と
い
ふ
受
動
態
と
同
じ
（
全
集
）
で
、

こ
な
た
・
か
な
た
の
両
義
の
総
合
的
表
現
で
あ
る
。「
左
の
大お

と

ど臣
の
北
の
方
に
て

の
の
し
り
た
ま
ひ
け
る
時
」（
大
和
物
語
、
一
二
四
）
も
同
じ
で
、「
名
を
立
つ
」

の
や
う
に
格
助
詞
「
を
」
は
つ
か
な
い
が
、
動
詞
一
語
で
も
相
似
た
発
想
で
意
味

の
重
点
が
移
行
し
て
、
両
義
を
担
ふ
こ
と
が
あ
っ
た
。
別
に
言
へ
ば
、「
の
の
し

る
」
対
象
で
あ
り
、
目
的
格
で
あ
る
光
源
氏
を
主
格
に
転
換
し
て
、
光
源
氏
が
「
の

の
し
ら
れ
る
」
と
受
身
と
し
て
捉
へ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
一
語
に
し
て
重

層
的
、
総
合
的
、
両
面
的
な
両
義
性
を
備
へ
る
こ
と
は
、
古
代
語
か
ら
一
貫
し
て

国
語
に
、
つ
ま
り
日
本
人
の
心
性
に
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

○
い
ま
、
里
よ
り
ま
ゐ
る
人
々
は
、
な
か
な
か
ゐ
こ
め
ら
れ
ず
、
裳
の
裾
、
衣
の

袖
、
ゆ
く
ら
む
か
た
も
知
ら
ず
（
紫
式
部
日
記
）

「
ゐ
こ
む
」
と
は
「
狭
い
所
に
詰
め
込
ん
で
座
ら
せ
る
」（
小
学
館
古
語
大
辞
典
）

こ
と
で
あ
る
。
新
し
く
実
家
か
ら
参
上
し
た
女
房
達
は
坐
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
坐
ら
せ
ら
れ
な
い
、
と
い
ふ
全
体
者
の
か
な
た
か
ら
こ
な
た
へ
の
作
用
を
表

す
。
そ
れ
を
女
房
の
立
場
か
ら
言
へ
ば
、
坐
ら
せ
て
も
ら
へ
な
い
と
、
受
益
態
の

打
消
形
に
な
る
。
女
房
は
結
局
は
坐
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
か
、
そ
の
や
う
な

か
な
た
的
な
ひ
と
ご
と
で
は
な
く
、
こ
な
た
的
に
自
分
と
の
関
は
り
か
ら
、
さ
せ

て
も
ら
へ
な
い
と
わ
が
こ
と
と
し
て
、
我
が
身
に
即
し
て
言
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
も

や
は
り
総
合
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

こ
の
表
現
を
「
女
房
た
ち
が
自
身
を
坐
り
こ
ま
せ
る
」
と
し
て
、「
主
語
自
身

を
目
的
語
に
と
る
と
き
自
動
詞
の
意
に
裏
返
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
と
西
洋
語
の
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再
帰
動
詞
の
や
う
に
説
明
す
る
立
場
が
あ
る
（
曽
沢
太
吉
、
森
重
敏
『
紫
式
部
日

記
新
釈
』）。「
波
が
寄
せ
て
は
返
す
」
は
「
波
が
お
の
れ
を
…
…
」
で
あ
り
、
結

局
「
波
が
寄
り
返
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。「
塩
が
引
く
、
風
が
吹
き
降
ろ
す
」

の
類
で
あ
る
が
、「
お
の
れ
を
」
と
い
ふ
目
的
語
意
識
は
我
々
に
あ
る
で
あ
ら
う

か
。「
霞
こ
め
た
る
な
が
め
」（
十
六
夜
日
記
）
は
「
霞
こ
み
た
る
」
が
か
な
た
の

静
態
的
な
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
霞
こ
め
た
る
」
は
霞
自
ら
の
作
用
が
は

た
ら
い
て
、
こ
な
た
へ
の
動
態
的
な
力
に
重
点
を
置
い
た
表
現
で
あ
る
。
言
語
主

体
は
そ
れ
を
わ
が
こ
と
と
し
て
受
止
め
、
自
然
現
象
を
自
己
と
関
は
っ
て
把
ま
う

と
す
る
。
前
述
の
「
自
動
詞
の
意
に
裏
返
る
」
と
い
ふ
の
と
等
価
で
は
な
い
。
少

な
く
と
も
、
主
観
的
に
感
情
を
込
め
る
か
、
客
観
的
に
感
情
を
含
め
な
い
で
描
写

す
る
か
の
違
ひ
は
つ
き
ま
と
ふ
も
の
で
あ
る
。

○
色
変
る
露
を
ば
袖
に
置
き
ま
よ
ひ
う
ら
枯
れ
て
ゆ
く
野
べ
の
秋
か
な
（
新
古
今

集
、
五
一
六
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
「
上
に
露
を
ば
と
い
へ
る
を
ば
に
合
せ
て
は
、

お
き
ま
が
へ
と
い
ふ
べ
き
を
、
ま
よ
ひ
と
い
へ
る
は
少
し
い
か
が
」（
美
濃
の
家

づ
と
）
と
言
ふ
。
文
法
的
に
は
確
か
に
「
露
を
ば
袖
に
お
き
ま
が
へ
」
と
他
動
詞

的
に
表
現
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
自
動
詞
的
な
表
現
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ら

う
か
。
悲
し
み
の
血
の
涙
を
花
の
露
か
と
見
ま
ち
が
ふ
ば
か
り
に
袖
に
置
い
て
と

い
ふ
よ
う
に
、
富
士
谷
成
章
の
「
―
て
」
と
同
じ
や
う
に
考
へ
て
、
花
の
露
と
紛

は
さ
れ
て
、
見
誤
ら
さ
れ
て
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。「
置
き
ま
よ
ひ
」
を
置
き
ま

よ
は
さ
れ
と
受
身
の
意
味
に
取
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ
な
た
と
か
な
た
が
総
合

的
に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
。

○
ひ
と
り
寝
る
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
に
霜
置
き
ま
よ
ふ
床
の
月
影
（
同
、
四
八
七
）

「
置
き
ま
よ
ふ
」
は
「
置
き
乱
れ
て
い
る
」（
全
集
）
や
「
ひ
ど
く
置
い
て
い
る
」

（
大
系
）
の
で
は
な
い
。
か
な
た
の
客
観
描
写
で
こ
の
歌
の
心
意
は
理
解
で
き
な

い
。
確
か
に
露
は
床
に
置
い
て
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
の
露
を
ま
る
で
月
の
光
か
と
こ

ち
ら
が
見
誤
る
ほ
ど
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
見
誤
る
、
見
ま
ち
が
ふ
こ
と
は
、

同
時
に
見
誤
ら
さ
れ
る
、
見
ま
ち
が
は
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
か
な
た
と

こ
な
た
が
一
体
に
な
っ
た
複
雑
な
表
現
で
あ
る
。

○
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
露
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
（
古
今
集
、

二
七
七
）

こ
れ
は
他
動
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
が
、「
置
き
ま
ど
ふ
」
と
自
動
的
に
言
っ
て

も
結
局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
。
初
露
と
白
菊
が
ど
ち
ら
と
も
は
っ
き
り
区
別
で
き

な
い
ほ
ど
と
、
か
な
た
の
位
置
に
あ
る
白
菊
を
主
体
に
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
こ
な

た
に
あ
る
作
者
に
強
い
力
を
及
ぼ
す
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
る
。

○
入
り
ぬ
れ
ば
影
も
残
ら
ぬ
山
の
端
に
宿
ま
ど
は
し
て
嘆
く
旅
人
（
宇
津
保
物

語
、
俊
蔭
）

「
宿
ま
ど
は
し
て
」
は
主
体
自
ら
が
分
ら
な
く
さ
せ
て
、
迷
は
せ
て
と
自
分
の

不
覚
を
こ
な
た
の
立
場
か
ら
か
こ
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
「
宿
も
分
ら
ず
」（
全
集
）、

「
宿
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
」（
大
系
）
と
、
か
な
た
の
立
場
で
解
す
る
の
は
迷
っ

て
悲
嘆
す
る
主
体
の
意
識
に
反
す
る
。
宿
を
自
ら
分
ら
な
く
さ
せ
る
こ
と
は
結
局

は
分
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
根
源
の
発
想
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

○
主ぬ

し

や
た
れ
山
の
裾
野
に
宿
し
め
て
あ
た
り
淋
し
き
竹
の
一
む
ら
（
十
六
夜
日
記
）

山
の
麓
に
家
を
構
へ
て
ゐ
る
主
人
は
誰
か
と
自
ら
に
問
う
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
明

確
に
主
の
意
思
か
ら
出
た
行
動
を
こ
な
た
と
し
て
、
自
主
的
、
直
接
的
に
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
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（
附
）
中
相
（
中
動
態
）
の
表
現

さ
て
、
こ
こ
で
「
中
相
」
と
い
は
れ
る
表
現
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
こ
れ
は
、

細
江
逸
記
が
「
我
が
国
語
の
相
（voice

）
を
論
じ
、
動
詞
の
活
用
形
式
の
分
岐

す
る
に
至
り
し
原
理
に
及
ぶ
」（『
岡
倉
先
生
記
念
論
文
集
』
昭
和
三
年
）
で
述
べ

た
も
の
で
、
能
相
（
能
動
態
）
と
所
相
（
受
動
態
）
の
中
間
に
位
置
す
る
相
（
態
）

で
あ
る
。
動
詞
が
行
為
者
に
反
照
す
る
表
現
で
、「
反
照
性
所
相
と
も
名
付
け
得

る
」
と
す
る
。
例
へ
ば
、「
絶
ゆ
、
忘
ら
ゆ
、
泣
か
ゆ
」
な
ど
で
あ
る
。
中
相
は

言
語
学
で
は
「
中
動
態
」「
中
間
態
」
と
い
は
れ
、
受
動
が
「
他
の
行
為
者
の
行

為
が
主
体
に
及
ぶ
」
の
に
対
し
、
中
動
は
「
行
為
者
の
行
為
が
、
主
体
で
あ
る
行

為
者
自
身
に
及
ぶ
」
と
さ
れ
る
（『
言
語
学
大
辞
典
』）。
こ
れ
は
別
に
「
主
語
の

表
す
動
作
が
主
語
に
対
し
て
何
ら
か
の
利
害
関
係
を
持
っ
て
い
る
」
か
「
影
響
を

及
ぼ
す
」
と
す
る
（『
ド
イ
ツ
言
語
学
辞
典
』）。
以
上
の
説
明
を
こ
な
た
・
か
な

た
論
で
言
へ
ば
、
行
動
、
状
態
を
主
体
の
行
為
と
し
て
、
ま
た
、
あ
た
か
も
そ
の

や
う
に
捉
へ
て
、
主
体
の
責
任
や
立
場
と
し
て
受
止
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

「
人
に
知
れ
つ
つ
」
は
そ
の
結
果
は
他
に
向
は
な
い
で
、
行
為
者
自
身
に
反
照
的

に
戻
っ
て
く
る
。
こ
れ
を
「
人
に
知
ら
れ
る
」
と
解
す
る
と
、
自
動
的
受
動
で
あ

り
、
か
な
た
か
ら
こ
な
た
に
影
響
し
、「
人
に
知
ら
せ
る
」
と
解
す
る
と
、
他
動

的
能
動
で
、
こ
な
た
か
ら
か
な
た
に
影
響
し
、
い
づ
れ
に
し
て
も
自
己
と
関
は
っ

て
の
表
現
で
あ
る
。
他
か
ら
さ
う
さ
れ
る
こ
と
、
自
分
で
さ
う
す
る
こ
と
、
こ
の

自
動
的
受
動
と
他
動
的
能
動
の
両
義
を
合
せ
持
っ
た
中
動
態
で
あ
り
、
こ
れ
を
か

な
た
、
こ
な
た
の
総
合
的
表
現
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

「
本
を
売
る
」、「
本
が
売
ら
れ
る
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
な
た
（
能
動
）、
か
な
た

（
受
動
）
の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
本
が
売
れ
る
」
を
ど
う
考
へ
る
べ

き
か
。
本
を
売
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
が
売
ら
れ
た
状
態
に
な
っ
た
こ
と
で
、
行

為
の
結
果
と
し
て
、
一
つ
の
状
態
が
生
れ
た
こ
と
に
な
る
。
能
動
と
受
動
を
複
合

し
た
、
ま
た
、
そ
の
中
間
の
意
味
を
表
す
。
先
の
「
浮
名
を
立
つ
」
で
再
考
す
る

と
、
浮
名
を
立
つ
（
流
れ
る
）
状
態
に
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
即
ち
浮
名
を
立
て

ら
れ
る
（
流
さ
れ
る
）
と
同
時
に
、
浮
名
を
立
た
せ
る
（
流
さ
せ
る
）
と
い
ふ
こ

と
に
な
る
。
ど
の
場
合
も
「
を
」
格
を
と
る
こ
と
、
こ
な
た
の
利
害
、
被
害
の
意

識
に
基
づ
き
、
主
体
自
身
に
ま
と
は
り
つ
い
て
ゐ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
中
相
（
中
動
態
、
中
間
態
）
は
右
に
見
た
や
う
に
、
自
動
と
受

動
の
中
間
的
、
同
時
的
表
現
だ
け
で
な
く
、
受
動
態
と
使
役
態
の
中
間
的
、
同
時

的
表
現
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
を
先
に
、
こ
な
た
、
か
な
た
の
総
合
的

表
現
と
言
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
時
枝
誠
記
は
形
容
詞
の
中
で
、
例
へ
ば

「
淋
し
い
」
は
「
同
時
に
主
観
的
感
情
と
こ
れ
に
対
応
す
る
客
観
的
属
性
と
を
綜

合
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
」（『
国
語
学
原
論
』）
と
し
、「
主
観
客
観
の
総
合
表
現
」

（『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』
増
訂
版
）
と
名
づ
け
た
。
こ
の
や
う
に
主
観

的
な
情
意
を
伴
っ
て
客
観
的
な
事
象
を
一
語
で
同
時
に
表
す
と
こ
ろ
に
国
語
の
特

色
が
あ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
中
相
」
に
対
し
て
批
判
も
あ
る
。
川
端
善
明
は
、
中
相
は
「
日

本
語
で
は
そ
れ
が
述
定
的
に
（
引
用
者
注
、
単
文
の
主
述
と
し
て
）
実
現
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
従
っ
て
使
役
や
受
身
のvoice

と
同
一
次
元
に
考
え
ら
れ
な
い
」
と

し
て
、「
使
役
で
も
受
身
で
も
な
い
、
即
ち
そ
れ
ら
に
と
っ
て
の
論
理
的
以
前
た

る
一
つ
の
関
係
構
造
が
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
ふ
（『
活
用

の
研
究
Ⅱ
』）。
そ
れ
は
「
一
つ
の
基
本
的
な
関
係
構
造
」
で
、「
個
々
の
例
示
の

個
々
の
具
体
で
は
な
く
、
具
体
へ
と
透
し
て
見
え
る
そ
の
背
後
が
、
こ
こ
に
問
わ
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れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
「
関
係
構
造
」
と
し
て
、
本
稿
は
こ
な
た
と

か
な
た
と
の
関
は
り
合
ひ
と
し
て
捉
へ
、
具
体
例
か
ら
帰
納
さ
れ
る
作
用
の
関

係
、
ま
た
、
言
語
主
体
と
事
象
と
の
関
係
の
有
無
を
考
察
し
て
き
た
。
動
詞
の
自

動
詞
、
他
動
詞
の
概
念
を
使
は
ず
に
、
格
助
詞
「
を
」
の
有
無
も
考
慮
せ
ず
、
自

己
と
他
者
と
が
ど
う
関
は
る
か
が
国
語
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
こ
と
な
の
で
あ

る
。
一
つ
の
表
現
が
こ
な
た
か
ら
、
あ
る
い
は
、
か
な
た
か
ら
発
現
し
た
か
、
ま

た
は
、
そ
の
や
う
に
見
る
か
と
い
ふ
認
識
、
判
断
が
言
語
主
体
の
意
識
と
ど
う
関

係
し
合
っ
て
ゐ
る
か
、
そ
の
構
造
を
考
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
大
略
、
次
の
通
り
に
な
る
。

・
こ
な
た
か
か
な
た
か
と
い
ふ
発
想
に
よ
る
表
現
に
よ
っ
て
、
言
語
主
体
の
意
識

や
感
情
、
総
じ
て
言
へ
ば
、
対
象
に
対
す
る
捉
へ
方
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。

・
こ
な
た
か
ら
か
な
た
へ
の
作
用
の
表
現
に
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
自
然
現
象
が
こ

な
た
か
ら
の
は
た
ら
き
と
想
念
し
て
、
か
な
た
と
し
て
実
現
し
た
と
捉
へ
、
一

つ
は
か
な
た
と
こ
な
た
、
即
ち
人
や
物
と
主
体
が
ど
う
関
係
し
合
っ
て
実
現
し

た
か
と
捉
へ
る
。

・
か
な
た
か
ら
こ
な
た
へ
の
作
用
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な
た
の
そ

の
力
を
こ
な
た
が
受
止
め
る
。

・
こ
な
た
と
か
な
た
を
総
合
的
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
主
体
の
、
こ
な
た

と
か
な
た
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
く
か
と
い
ふ
重
層
的
な
意
識
を
表
す
。

国
語
は
言
語
主
体
の
立
場
、
意
識
、
感
情
な
ど
、
主
体
的
な
要
素
が
豊
か
で
あ

る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
（
渡
辺
実
『
日
本
語
概
説
』）。
こ
な
た
、
か
な
た
の
発
想
に

よ
る
表
現
は
ま
さ
に
日
本
人
と
し
て
の
主
体
的
要
素
が
濃
厚
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
。

そ
の
観
点
で
古
典
文
学
の
歌
や
文
の
解
釈
を
し
て
、
そ
の
表
現
の
奥
に
あ
る
意
識

を
明
ら
か
に
し
得
た
。

な
ほ
、
次
号
で
は
、
芭
蕉
の
発
句
と
俳
文
を
こ
の
、
こ
な
た
、
か
な
た
の
観
点
か

ら
解
釈
し
直
し
て
、
芭
蕉
の
意
識
と
発
句
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
予
定
で
あ
る
。
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Interpretative grammer by viewpoints of konata and kanata

— Part 1 —

Isao WAKAI

Abstract

1.  intransitive verb and transitive verb

2.  konata (this place) or kanata (opposite side)

3.  viewpoints of konata and kanata

4.  transition from konata to kanata

5.  transition from kanata to konata

6.  synthetic expression of konata and kanata

keywords: verb, intransitive verb, transitive verb, konata, kanata


