
1 「あそびなどす」「いらへなどす」と、それらに類似する異表現

「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」と
、そ
れ
ら
に
類
似
す
る
異
表
現

│
併
せ
て
、
動
詞
「
す
」
の
は
た
ら
き
を
観
察
し
、

　
　
　
　

大
島
本
・
胡
蝶
の
巻
の
誤
脱
を
指
摘
す
る
│中 

村　

幸 

弘

　

○
承
前

　

小
稿
は
、
前
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
て注
①

」
を
承
け
て
展
開
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
小
稿
の
題
目
は
、「「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な

ど
す
」
に
類
似
す
る
異
表
現
」
で
は
な
い
。「
あ
そ
び
な
ど
す
」

「
い
ら
へ
な
ど
す
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
た
う
え
で
、「
あ
そ

び
」「
い
ら
へ
」
と
動
詞
「
す
」
と
で
構
成
さ
れ
る
類
似
の
異

表
現
に
も
注
目
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「「
あ
そ
び

な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
と
、そ
れ
ら
に
類
似
す
る
異
表
現
」

と
い
う
よ
う
に
、「
と
」
の
下
に
あ
え
て
読
点
を
施
し
た
所
以

で
あ
る
。

　
「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
は
、動
詞
「
あ
そ
ぶ
」

「
い
ら
ふ
」
に
副
助
詞
「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、
補
助

動
詞「
す
」が
起
用
さ
れ
て
成
立
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の「
あ

そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
に
類
似
し
て
い
て
異
な
る

表
現
と
し
て
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
連
用
形

名
詞
「
あ
そ
び
」「
い
ら
へ
」
が
格
助
詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」

を
伴
っ
た
「
あ
そ
び
を
す
」「
い
ら
へ
を
す
」
│
「
あ
そ
び
を
す
」
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は
実
際
に
は
非
存
在
│
の
存
在
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
の

他
の
類
似
す
る
異
表
現
と
、
そ
れ
ら
と
関
わ
る
動
詞
「
す
」
の

は
た
ら
き
を
観
察
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
小
稿
も
、
そ
の
用

例
資
料
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
拠
る

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
用
例
資
料
の
所
在
ペ
ー
ジ
に
つ

い
て
は
、
巻
名
の
下
に
ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
横
書
き
を
も
っ
て
示

す
こ
と
と
し
た
。

　

第
一
章　

標
題
に
向
け
て
問
題
提
起
さ
せ
た
動
機

　
「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
が
、「
あ
そ
ぶ
」「
い

ら
ふ
」
に
「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ
て
、
補
助
動
詞
「
す
」
を
起

用
し
、
成
立
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、
前
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
」
に
お
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
「
あ
そ
び
」

「
い
ら
へ
」
以
外
の
、
そ
こ
に
位
置
す
る
動
詞
が
、
異
な
り
語

数
と
し
て
百
二
十
四
語
に
及
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
そ
の
成

立
過
程
は
、容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、「
あ

そ
び
」「
い
ら
へ
」
と
「
す
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
類
似
の
表

現
が
多
様
に
存
在
す
る
。
い
ま
、
そ
の
「
あ
そ
び
」「
い
ら
へ
」

と
「
す
」
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
類
似
の
表
現
を
、
適
宜
、
そ
れ

ぞ
れ
に
三
用
例
ず
つ
引
い
て
、
そ
の
類
似
の
実
態
を
実
感
し
た

い
と
思
う
。

　
「
あ
そ
び
な
ど
す
」
と
類
似
の
表
現

　

○�

…
、
御お

前ま
へ

の
藤
の
花
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
乱
れ
て
、
…

見
過
ぐ
さ
む
こ
と
惜
し
き
盛
り
な
る
に
、
遊ア
ａ

び
な
ど
しス
ａ

た

ま
ひ
て
、
…
。（
③
藤
裏
葉434

）

　

○�

夕
月
夜
の
を
か
し
き
ほ
ど
に
出
だ
し
立
て
さ
せ
た
ま
ひ

て
、
や
が
て
な
が
め
お
は
し
ま
す
。
か
う
や
う
の
折
は
、

御
遊ア
ｂ

び
な
ど
せス
ｂ

さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
…
。（
①
桐
壺26

）

　

○�

帝
「
遊ア
ｃ

び
な
ど
も
せス
ｃ

ず
、
昔
聞
き
し
物
の
音ね

な
ど
も
聞
か

で
久
し
う
な
り
に
け
る
か
な
」
と
の
た
ま
は
す
る
に
、…
。

（
②
明
石274

）

　
「
い
ら
へ
な
ど
す
」
と
類
似
の
表
現

　

○�

…
、
こ
の
右
近
召
し
寄
せ
て
、
匂
宮
「
…
。
時と
き

方か
た

は
、
京

へ
も
の
し
て
、
山
寺
に
忍
び
て
な
む
と
、
つ
き
づ
き
し
か

ら
む
さ
ま
にイ
ｄ

答い
ら

へ
な
ど
せス
ｄ

よ
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
い
と
あ

さ
ま
し
く
あ
き
れ
て
、
…
。（
⑥
浮
舟126

）

　

○�

…
、
さ
や
う
に
世
づ
い
た
ら
む
こ
と
言
ひ
出
で
ん
も
い
と

心
憂
く
、
ま
た
言
ひ
そ
め
て
は
、
か
や
う
の
を
り
を
り
に

責
め
ら
れ
む
も
、
む
つ
か
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
答
イ
ｅ
い
らへ
を
だ
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に
しス
ｅ

た
ま
は
ね
ば
、あ
ま
り
言
ふ
か
ひ
な
く
思
ひ
あ
へ
り
。

（
⑥
手
習316

）

　

○�
右
近
を
召
し
出
で
て
、
源
氏
「
か
や
う
に
お
と
づ
れ
き
こ

え
ん
人
を
ば
、
人
選え

り
し
て
てイ
ｆ

答い
ら

へ
な
ど
は
せス
ｆ

さ
せ
よ
。

…
」
…
。（
③
胡
蝶177

）

　

ア
a
・
ア
b
・
ア
ｃ
の
「
遊
び
」、
イ
d
・
イ
ｅ
・
イ
ｆ
の

「
答い
ら

へ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

動
詞
連
用
形
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
用
例
、
連
用
形
名
詞
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
用
例
は
、そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
で
あ
ろ
う
か
。

ス
a
・
ス
b
・
ス
ｃ
の
「
す
」、
ス
d
・
ス
ｅ
・
ス
ｆ
の
「
す
」

の
う
ち
、
確
か
に
補
助
動
詞
「
す
」
と
い
え
る
の
は
、
ど
れ
で

あ
ろ
う
か
。
他
動
詞
と
い
え
る
の
は
、
ど
れ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
判
断
に
苦
し
む
用
例
は
、
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
に
悩
ま
せ

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

右
の
六
用
例
は
、あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、

た
ま
た
ま
引
い
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
六
用
例
の
な
か

に
は
、
表
現
形
式
と
し
て
は
同
一
の
用
例
が
二
組
存
在
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
表
現
形
式
と
し
て
は
、
四
と
お
り
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
動
詞
と
し
て
も
一
定
数
の
用
例
を
見
せ
、
連
用

形
名
詞
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る「
あ
そ
び
」「
い
ら
へ
」と「
す
」

と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
表
現
形
式
は
、
認
識
順
序
を
も
考
慮

し
て
整
理
す
る
と
、
十
と
お
り
と
し
て
認
識
し
て
い
く
の
が
適

切
か
と
認
識
し
て
い
る
。

　

右
の
整
理
は
、
前
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
」
執
筆
に
先
立
っ
て
、

そ
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
整
理
が
で
き

て
い
な
い
ま
ま
で
は
、「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」

と
類
似
の
諸
表
現
が
十
分
に
は
理
解
で
き
な
い
と
感
じ
た
日
か

ら
、
そ
の
取
り
組
み
は
始
ま
っ
た
が
、
中
断
さ
れ
た
ま
ま
、
少

な
く
と
も
二
十
年
以
上
が
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。「
補
助
動
詞

「
す
」
の
論注
②

」「
居
言
雜
考
│
そ
の
造
語
経
緯
に
つ
い
て
│注③
」
の

旧
二
稿
の
不
備
を
補
い
、
僅
か
な
前
進
を
期
待
し
て
の
準
備
作

業
も
、
意
味
の
読
み
と
れ
な
い
メ
モ
と
化
し
て
い
た
。

　

た
ま
た
ま
、
数
年
前
、
胡
蝶
の
巻
の
次
の
本
文
に
違
和
感
を

覚
え
て
、
暫
く
悩
ん
で
、
そ
の
「
す
る
」
を
補
助
動
詞
と
し
て

読
み
と
る
こ
と
を
手
掛
か
り
に
、
そ
こ
に
誤
脱
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
感
じ
た
日
が
あ
っ
た
。小
稿
へ
の
契
機
で
あ
る
。

　

○�
殿
の
中
将
は
、
す
こ
し
け
近
く
御み

す簾
の
も
と
な
ど
に
も
寄

り
て
、
御
答い
ら

へ
み
づ
か
ら
な
ど

0

0

す
る
も
、
女
は
つ
つ
ま
し

う
思
せ
ど
、
さ
る
べ
き
ほ
ど
と
人
々
も
知
り
き
こ
え
た
れ
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ば
、
中
将
は
す
く
す
く
し
く
て
思
ひ
よ
ら
ず
。（
③
胡
蝶

175

）

　

第
二
章　

�「
あ
そ
び
」
と
「
す
」
／
「
い
ら
へ
」
と
「
す
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
諸
表
現
の
形
式
別

　
　

1�　

動
詞
に
副
助
詞
「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、
補

助
動
詞
「
す
」
が
起
用
さ
れ
た
表
現
（
A
形
式
）

　

前
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
」
に
お
い
て
、そ
こ
に
補
助
動
詞
「
す
」

が
起
用
さ
れ
た
用
例
を
、
異
な
り
語
数
と
し
て
百
二
十
四
語
の

動
詞
と
共
起
す
る
異
な
り
用
例
百
二
十
四
用
例
を
見
て
き
て
い

る
。
動
詞
が
助
動
詞
・
補
助
動
詞
を
伴
っ
た
語
句
に
も
同
趣
の

現
象
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
を
併
せ
る
と
、
異
な
り
用

例
百
五
十
三
用
例
に
及
ぶ
実
態
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
そ
こ
に
、
既
に
こ
と
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
、
小
稿

が
取
り
立
て
る
動
詞
「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」
に
関
係
す
る
用

例
は
含
め
な
い
こ
と
に
し
て
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
動
詞
に

副
助
詞「
な
ど
」を
共
起
さ
せ
た
結
果
、そ
こ
に
補
助
動
詞「
す
」

が
起
用
さ
れ
た
用
例
は
、
都
合
、
異
な
り
用
例
百
二
十
六
用
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」
に
「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ

た
結
果
、
そ
こ
に
補
助
動
詞
「
す
」
が
起
用
さ
れ
た
用
例
を
掲

げ
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
用
例
は
・
前
章
・
第
一

章
に
引
い
た
ア
a
・
イ
d
の
用
例
で
あ
る
。
ア
a
・
イ
d
は
、

と
も
に
動
詞
連
用
形
で
あ
り
、
ア
a
・
ス
d
の
「
す
」
は
、
と

も
に
、
補
助
動
詞
「
す
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

ア
1
○�

…
、
御お

前ま
へ

の
藤
の
花
、
い
と
お
も
し
ろ
う
咲
き
乱
れ

て
、
…
、
た
だ
に
見
過
ぐ
さ
む
こ
と
惜
し
き
盛
り
な

る
に
、
遊
び
な
ど

0

0

0し
た
ま
ひ
て
、
…
。（
③
藤
裏
葉

434

）

　

ア
2
○�

内
大
臣
「
つ
れ
づ
れ
に
思
さ
れ
ん
を
、
姫
君
渡
し
て
、

も
ろ
と
も
に
遊
び
な
ど

0

0

0し
た
ま
へ
。
…
」
と
聞
こ
え

た
ま
ひ
て
…
。（
③
少
女50

）

　

ア
3
○�

…
、
御
琴こ
と

ど
も
と
り
ど
り
に
弾
か
せ
て
、
遊
び
な
ど

0

0

0し
た
ま
ふ
。（
④
若
菜
下183

）

　

ア
4
○�

…
、
大
納
言
こ
こ
に
て
遊
び
な
ど

0

0

0し
た
ま
う
し
を
り

を
り
を
、
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
。（
④
夕
霧452

）

　

イ
1
○�

…
、こ
の
右
近
を
召
し
寄
せ
て
、匂
宮
「
…
。
時と
き

方か
た

は
、

京
へ
も
の
し
て
、
山
寺
に
忍
び
て
な
む
と
、
つ
き
づ

き
し
か
ら
む
さ
ま
に
答い
ら

へ
な
ど

0

0

0せ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
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に
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
あ
き
れ
て
、
…
。（
⑥
浮
舟

126

）

��
イ
2
○�
源
氏
「
…
。
た
だ
昔
恋
し
き
慰
め
に
、
は
か
な
き
こ
と

も
聞
こ
え
ん
。
同
じ
心
に
答い
ら

へ
な
ど

0

0

0し
た
ま
へ
」
と
、

い
と
こ
ま
や
か
に
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
…
。（
③
胡

蝶189
）

　

イ
3
○�

円わ
ら
ふ
だ座
さ
し
出
で
た
れ
ば
、
簾す
だ
れの
も
と
に
つ
い
ゐ
て
、

小
君
「
か
や
う
に
て
は
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
く
こ
そ
は
、

僧
都
は
の
た
ま
ひ
し
か
」
と
言
へ
ば
、
尼
君
ぞ
答い
ら

へ

な
ど

0

0

0し
た
ま
ふ
。（
⑥
夢
浮
橋386

）

　

以
上
は
、
副
助
詞
「
な
ど
」
に
よ
っ
て
起
用
さ
れ
た
補
助
動

詞
の
原
則
的
な
用
法
の
用
例
で
あ
る
。

　
　

2�　

動
詞
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、

補
助
動
詞
「
す
」
が
起
用
さ
れ
た
表
現
（
B
形
式
）

　

旧
稿
「
補
助
動
詞
「
す
」
の
論
」
に
お
け
る
調
査
結
果
と
し

て
、
補
助
動
詞
「
す
」
を
起
用
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
た
係
・

副
助
詞
は
、
連
語
助
詞
を
認
め
て
、「
や
」「
も
」「
や
は
」「
ぞ
」

「
こ
そ
」「
も
こ
そ
」「
も
や
」「
も
ぞ
」「
し
も
」「
だ
に
」「
の
み
」

「
は
」
│
八
代
集
を
資
料
に
、
用
例
数
の
多
い
順
に
配
列
し
た

│
の
十
二
語
で
あ
っ
た
。
本
来
、
和
歌
に
お
い
て
発
生
し
た
、

こ
の
表
現
法
を
、『
源
氏
物
語
』
散
文
に
お
い
て
は
、副
助
詞
「
な

ど
」を
諸
動
詞
と
共
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
、採
用
し
た
の
で
あ
っ

た
。

　

そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
散
文
に
お
い
て
、
動
詞
「
あ
そ
ぶ
」

「
い
ら
ふ
」
に
「
も
」
以
外
の
係
・
副
助
詞
を
共
起
さ
せ
る
必

然
性
が
ど
れ
ほ
ど
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、「
あ
そ
ぶ
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
必
要
の
機
会
が
ま
っ
た
く
な
く
、「
い
ら
ふ
」

に
つ
い
て
も
、
係
助
詞
「
は
」「
も
」
に
限
ら
れ
て
い
た
。
以

下
に
、
そ
の
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

に
見
る
「
す
」
は
、
補
助
動
詞
「
す
」
で
あ
る
。
な
お
、
一
般

に
、係
助
詞
は
「
は
」「
も
」
の
順
に
取
り
扱
う
が
、こ
こ
で
は
、

そ
の
用
例
数
の
違
い
か
ら
、「
も
」「
は
」
の
順
に
掲
げ
る
こ
と

と
す
る
。

　

イ
4
○�

柏
木
「
…
」
と
言
ひ
も
て
ゆ
く
に
、
こ
の
人
な
り
け

り
と
思
す
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
恐
ろ
し
く
て
、
つ

ゆ
答い
ら

へ
も0

0し
た
ま
は
ず
。（
④
若
菜225

）

　

右
の
イ
4
に
見
る
「
も
」
は
、
文
末
の
「
ず
」
が
こ
れ
に
呼

応
し
て
い
て
、
打
消
表
現
を
強
調
す
る
用
法
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。「
も
」
の
用
例
は
、
す
べ
て
こ
の
用
法
の
も
の
で
、
イ
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5
「
答い
ら

へ
も0

0し
た
ま
は
で
、」（
④
若
菜
下252

）
／
イ
6
答い
ら

へ

も0

0し
た
ま
は
ず
、」（
⑤
総
角246

）
／
イ
7
「
答い
ら

へ
も0

0し
た
ま

は
ね
ど
、」（
⑤
総
角272

）
／
イ
8
「
答い
ら

へ
も0

0せ
ず
、」（
⑥
浮
舟

120
）
／
イ
9
「
答い
ら

へ
も0

0せ
ね
ど
、」（
⑥
浮
舟192

）
の
五
用
例

が
さ
ら
に
検
出
で
き
、
都
合
、
六
用
例
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

イ
10
○�
さ
し
も
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
、
さ
す
が
に
を
か

し
う
思
ほ
さ
れ
て
、
い
づ
れ
な
ら
む
、
と
胸
う
ち
つ

ぶ
れ
て
、
源
氏
「
扇
を
と
ら
れ
て
か
ら
き
め
を
見
る
」

と
、
う
ち
お
ほ
ど
け
た
る
声
に
言
ひ
な
し
て
、
寄
り

ゐ
た
ま
へ
り
。「
あ
や
し
く
も
さ
ま
変
へ
け
る
高こ

ま麗

人う
ど

か
な
」
と
答い
ら

ふ
る
は
心
知
ら
ぬ
に
や
あ
ら
ん
。
答い
ら

へ
は0

0せ
で
、
た
だ
時
々
う
ち
嘆
く
け
は
ひ
す
る
方か
た

に

寄
り
か
か
り
て
、
几き

帳ち
や
うご
し
に
手
を
と
ら
へ
て
、
…
。

（
①
花
宴366

）

　

右
の
イ
10
の
「
は
」
は
、「
答い
ら

ふ
る
」
行
為
を
特
に
取
り
出

し
て
そ
れ
と
限
っ
て
強
調
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

か
。「
答い
ら

ふ
る
」
行
為
は
し
な
い
で
（
い
る
の
だ
が
）、
た
だ
時

折
た
め
息
を
つ
く
気
配
が
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
は
」に
よ
っ

て
起
用
さ
れ
た
補
助
動
詞
「
す
」
は
こ
の
一
例
だ
が
、
と
に
か

く
、こ
の
用
例
も
、打
消
表
現
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
限
っ

て
の
打
消
で
あ
る
。
八
代
集
に
見
た
「
は
」
の
用
例
は
、「
い

づ
こ
に
も
さ
き
は0

0す
ら
め
ど
…
」（
後
撰
・
一
三
二
九
／
拾
遺
・

一
三
二
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
咲
き
」
は
、「
は
」
に
よ
っ
て
、

そ
れ
と
限
定
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
が
現
在
推
量
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
咲
き
」
に
連
用
形
名
詞
化
は
ま
っ

た
く
考
え
ら
れ
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
イ
10
の
「
答い
ら

へ
」
も
、

動
詞
連
用
形
と
見
る
こ
と
に
、
大
方
の
同
意
が
得
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、「
い
ら
ふ
」
に
「
は
」「
も
」
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、

そ
こ
に
起
用
さ
れ
た
補
助
動
詞
「
す
」
の
用
例
を
見
て
き
た
が
、

「
あ
そ
ぶ
」
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
、
そ
の
用
例
を
見
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。「
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
動
詞
の
動
作
に
係
・
副

助
詞
を
共
起
さ
せ
る
必
要
が
な
い
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、「
あ
そ
び
」
と
い
う
連
用
形
名
詞
の
存
在
が
、
別
の

表
現
形
式
に
よ
る
係
・
副
助
詞
と
の
共
起
を
可
能
に
し
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。「
い
ら
ふ
」に
つ
い
て
も
、そ
の
補
助
動
詞「
す
」

を
起
用
す
る
用
例
が
「
は
」「
も
」
に
限
ら
れ
る
の
は
、
何
が

そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
い
ら
ふ
」
に
も
「
い
ら
へ
」

と
い
う
連
用
形
名
詞
が
一
定
の
定
着
を
見
せ
て
い
る
。
と
に
か

く
、「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」
と
も
に
、「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ

た
結
果
、
補
助
動
詞
「
す
」
を
起
用
し
た
用
例
数
に
比
し
て
、
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そ
れ
以
外
の
係
・
副
助
詞
を
共
起
さ
せ
た
用
例
は
、
ま
っ
た
く

見
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
極
端
な
偏
り
を
見
せ
た
り
し
た
の
で

あ
っ
た
。

　
　

3�　

連
用
形
名
詞
が
格
助
詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」
と

を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
（
C
形
式
）

　

連
用
形
名
詞
が
格
助
詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」
と
を
伴
う
、

と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
連
用
形
名
詞
に
は
、
以
下
の
三
と
お
り

の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
連
用
形
名
詞
が
単
独
で
用
い
ら

れ
て
い
る
場
合
（
l
）
と
、そ
の
連
用
形
名
詞
が
接
頭
語
「
御
」

を
冠
し
て
い
る
場
合
（
ｍ
）
と
、
そ
の
連
用
形
名
詞
が
連
体
修

飾
語
を
冠
し
て
い
る
場
合
（
ｎ
）
と
の
相
違
で
あ
る
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
用
例
を
掲
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
（
l
）
連
用
形
名
詞
が
単
独
で
格
助
詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」

と
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
（
C
・
l
形
式
）

　

連
用
形
名
詞
は
、
活
用
語
と
し
て
の
機
能
を
放
棄
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
無
活
用
語
と
し
て
の
連
用
形
名
詞
が
格
助
詞

「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」
と
を
伴
っ
て
、
一
旦
失
っ
た
活
用
語

性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
メ
リ
ッ

ト
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」

に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、「
あ
そ
び
を
す
」「
い
ら
へ
を
す
」

と
い
う
表
現
で
あ
る
。
た
だ
、
実
態
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』

に
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
い
ら
へ
を
す
」だ
け
で
あ
っ
た
。

　

イ
11
○�

少
将
「
…
。
塚
の
上
に
も
か
け
た
ま
ふ
べ
き
御
心
の

ほ
ど
を
思
ひ
た
ま
へ
ま
し
か
ば
、
ひ
た
み
ち
に
も
急

が
れ
は
べ
ら
ま
し
を
」
な
ど
あ
る
に
、「
う
た
て
も

答い
ら

へ
を0

0し
て
け
る
か
な
。
書
き
か
へ
て
や
り
つ
ら
む

よ
」
と
苦
し
げ
に
思
し
て
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
な

り
ぬ
。（
⑤
竹
河91

）

　

そ
こ
に
、「
を
」
と
い
う
格
助
詞
が
あ
る
以
上
、そ
の
「
答い
ら

へ
」

は
連
用
形
名
詞
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
名
詞
「
答い
ら

へ
」
を
用
い

て
は
い
る
が
、
そ
の
「
答い
ら

へ
を
し
て
け
る
か
な
」
は
、「
答い
ら

へ

て
け
る
か
な
」
と
ど
れ
ほ
ど
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場

合
、
そ
の
返
事
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
は
、
そ
の
「
し
て
け
る
か
な
」
の
「
し
」
は
、〈
答
え
〉

た
行
為
よ
り
も
、
返
信
を
〈
送
っ
〉
た
行
為
を
い
う
も
の
と
も

解
せ
よ
う
。
書
き
改
め
な
い
で
届
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
「
あ
そ
び
を
す
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

時
代
下
っ
て
『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
、「
遊
び
を0

0せ
ん
と
や
生
ま
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れ
け
ん
」
と
唄
わ
れ
て
い
る
。「
遊
び
」
の
概
念
に
は
ず
れ

0

0

が

生
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
表
現
形
式
と
し
て
は
、「
連
用
形
名

詞
+
を0

+
0す
」
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
連
用
形
名
詞
+
を0

+
0す
」
の
用
例
は
、「
あ

そ
び
」「
い
ら
へ
」
に
つ
い
て
い
う
と
、
イ
11
の
「
答い
ら

へ
+
を0

+
0す
」
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
以
下
の
（
ｍ
）・（
ｎ
）
に
つ
い

て
は
、
こ
の
表
現
形
式
を
基
底
に
発
想
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
そ
の
（
ｍ
）・（
ｎ
）
に
は
、
そ
の
該
当

用
例
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
あ
そ
び
を
す
」

は
存
在
し
た
が
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う
文
献
に
は
残
り
え
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
表
現
形
式

に
直
結
し
て
展
開
さ
れ
た
、
格
助
詞
「
を
」
の
下
に
係
・
副
助

詞
を
さ
ら
に
介
在
さ
せ
た
表
現
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
7
（
G

形
式
）
と
し
て
取
り
立
て
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
ｍ
）�

連
用
形
名
詞
が
接
頭
語「
御
」を
冠
し
て
、格
助
詞「
を
」

と
他
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現

（
C
・
ｍ
形
式
）

　

敬
語
接
頭
語
「
御
」
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
そ

の
動
詞
連
用
形
相
当
形
が
名
詞
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
、と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
連
用
形
名
詞
「
あ
そ
び
」「
い

ら
へ
」
の
総
数
に
比
し
て
、「
御
」
を
冠
し
た
「
御
あ
そ
び
」「
御

い
ら
へ
」
は
、
比
率
高
く
現
れ
る
。
た
だ
、
格
助
詞
「
を
」
と

他
動
詞
「
す
」
と
を
伴
っ
て
、「
御
+
連
用
形
名
詞
+
を0

+
0す
」

と
な
っ
て
現
れ
る
表
現
は
、「

0御
遊
び
+
を0

+
0す
」に
限
ら
れ
る
。

　

以
下
に
、
そ
の
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。
第
一
章
の
ア

b
と
し
た
「
遊
び
」
も
、こ
の
「
御
遊
び
」
だ
が
、副
助
詞
「
な

ど
」
を
添
え
て
い
て
、格
助
詞
「
を
」
が
表
出
さ
れ
て
い
な
い
。

続
い
て
、
ヲ
格
の
非
表
出
用
例
と
し
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
と

し
た
い
。
そ
こ
で
、「
御
遊
び
を0

0す
」
は
、次
の
一
用
例
で
あ
る
。

　

ア
5
○�

明
け
暮
れ
御
遊
び
を0

0せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
侍
従
も

け
近
う
召
し
入
る
れ
ば
、
御
琴こ
と

の
音ね

な
ど
は
聞
き
た

ま
ふ
。（
⑤
竹
河96

）

　

さ
て
、「
御
い
ら
へ
」
は
、
多
く
の
用
例
を
見
せ
る
が
、
問

題
あ
る
一
用
例
を
除
い
て
、
そ
の
動
作
を
他
動
詞
「
す
」
を
用

い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
見
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
あ
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
7（
Ｇ
形
式
）

に
お
い
て
取
り
立
て
る
こ
と
を
予
告
し
て
お
く
。

　
（
ｎ
）�

連
用
形
名
詞
が
連
体
修
飾
語
を
冠
し
て
、格
助
詞「
を
」

を
他
動
詞
「
す
」
と
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表

現
（
C
・
ｎ
形
式
）
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連
用
形
名
詞
「
あ
そ
び
」「
い
ら
へ
」
に
連
体
修
飾
語
が
冠

せ
ら
れ
て
い
る
用
例
を
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
御
遊
び
」
に
連
体
修
飾
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る

用
例
と
し
て
、
次
の
一
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
6
○�
御
心
に
つ
く
べ
き
御
遊
び
を0

0し
、
お
ほ
な
お
ほ
な
思

し
い
た
つ
く
。（
①
桐
壺49

）

　

右
の
ア
6
の
「
し
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
し
」
は
、
具
体

的
に
ど
う
い
う
動
作
を
読
み
と
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
場
面
か
ら
は
、
演
奏
を
〈
な
さ
る
〉
こ
と
な
ど

で
な
く
、
演
奏
会
を
〈
お
開
き
に
な
る
〉
こ
と
だ
と
わ
か
っ
て

い
て
、
尋
ね
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
連
用
形
名
詞
が
格
助
詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」

と
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
用
例
で
あ
る
。

　
　

4�　

連
用
形
名
詞
が
非
表
出
の
ヲ
格
を
挟
ん
で
他
動
詞

「
す
」
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
表
現
（
D
形
式
）

　

表
現
の
可
能
性
と
し
て
は
、
こ
の
4
に
お
い
て
も
、
さ
き
の

3
（
C
形
式
）
に
お
い
て
設
け
た
（
l
）・（
ｍ
）・（
ｎ
）
の
別

が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
態
と
し
て
は
、
そ
の
（
ｍ
）

に
相
当
す
る
一
用
例
が
存
在
し
た
。こ
の
4
に
お
い
て
は
、（
ｏ
）

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の
ヲ
格
非
表
出
の

表
現
に
は
、
そ
の
〔
ヲ
〕
の
上
に
副
助
詞
「
な
ど
」「
ば
か
り
」

が
位
置
す
る注
④

用
例
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
御
ｏr
連

体
修
飾
語
+
連
用
形
名
詞
+
な
ど

0

0

／
ば
か
り

0

0

0

+
〔
ヲ0

〕
+
0す
」

表
現
を
（
ｐ
）
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

　
（
ｏ
）�

連
用
形
名
詞
が
接
頭
語
「
御
」
を
冠
し
て
、
非
表
出

の
ヲ
格
を
挟
み
、
他
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
場
合
（
D
・
ｏ
形
式
）

　

ア
7
○�

月
の
は
な
や
か
な
る
に
、
昔
か
う
や
う
な
る
を
り
は

御
遊
び
〔
ヲ0

〕
0せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
ま
め
か
し
う

も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
な
ど
思
し
出
づ
る
に
、
…
。

（
②
賢
木126

）

　
「
御
+
連
用
形
名
詞
+
〔
ヲ0

〕
+
0す
」
表
現
は
、
右
の
一
用

例
で
あ
る
。

　
（
ｐ
）
連
用
形
名
詞
が
接
頭
語
「
御
」、
ま
た
は
連
体
修
飾
語

を
冠
し
て
、
し
か
も
、
副
助
詞
「
な
ど
」
か
「
ば
か
り
」
か
を

添
え
、
非
表
出
の
ヲ
格
を
挟
み
、
他
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
場
合
（
D
・
ｐ
形
式
）

　

こ
の
表
現
形
式
の
な
か
に
見
る
「
な
ど
」
と
、
動
詞
と
共
起

さ
せ
る
た
め
に
補
助
動
詞
「
す
」
を
起
用
し
た
副
助
詞
「
な
ど
」
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と
は
、
例
示
す
る
事
柄
が
異
な
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
A
形
式
の
「
な
ど
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
を
例
示
し
て

い
た
が
、
こ
こ
に
見
る
「
な
ど
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
用
形
名

詞
を
例
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
一
章
に
お

い
て
ア
b
と
し
て
、
他
の
「
遊
び
」
と
の
違
い
を
観
察
し
て
き

て
い
る
「
遊
び
」
は
、「
御
遊
び
」
で
あ
っ
て
、さ
ら
に
「
な
ど
」

を
伴
っ
て
い
て
、
次
に
非
表
出
の
ヲ
格
が
読
み
と
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
こ
の
4
の
（
ｐ
）
の
第
一
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ア
8
○�

（
省
略
）
か
う
や
う
の
折
は
、
御
遊
び
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕

0せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
に
、
…
。（
①
桐
壺26

）

　

ア
9
○�

例
の
、
中
将
の
君
、
こ
な
た
に
て
御
遊
び
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕

0し
た
ま
ふ
に
、
…
。（
①
紅
葉
賀329

）

　

ア
10
○�

月
は
さ
し
出
で
ぬ
れ
ど
、
花
の
色
さ
だ
か
に
も
見
え

ぬ
ほ
ど
な
る
を
、
も
て
あ
そ
ぶ
に
心
を
寄
せ
て
、
大お
ほ

御み

酒き

ま
ゐ
り
、御
遊
び
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
0し
た
ま
ふ
。（
③

藤
裏
葉437

）

　

イ
12
○�

源
氏
「
…
。
な
ど
か
よ
そ
に
て
も
な
つ
か
し
き
答い
ら

へ

ば
か
り

0

0

0

〔
ヲ0

〕
は4

0し
た
ま
ふ
ま
じ
き
。
…
」
な
ど
、

心
づ
き
な
し
と
思
ひ
て
の
た
ま
ふ
。（
①
空
蝉129

）

　

イ
13
○�

源
氏
「
…
。
昔
よ
り
こ
よ
な
う
け
遠
き
御
心
ば
へ
な

る
を
、
さ
う
ざ
う
し
き
を
り
を
り
、
た
だ
な
ら
で
聞

こ
え
な
や
ま
す
に
、
か
し
こ
も
つ
れ
づ
れ
に
も
の
し

た
ま
ふ
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
た
ま
さ
か
の
答い
ら

へ
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
0し
た
ま
へ
ど
、
ま
め
ま
め
し
き
さ
ま
に
も
あ

ら
ぬ
を
、
か
く
な
む
あ
る
と
し
も
愁う
れ

へ
き
こ
ゆ
べ
き

こ
と
に
や
は
。
…
」
な
ど
、
…
。（
②
朝
顔490

）

　

以
上
、「
御
」
を
冠
し
た
り
、
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
り
し

た
連
用
形
名
詞
が
非
表
出
の
ヲ
格
を
挟
ん
で
他
動
詞
「
す
」
を

伴
っ
て
構
成
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、イ
12
だ
け
が
、

そ
の
非
表
出
の
ヲ
格
の
後
に
係
助
詞
「
は
」
を
介
在
さ
せ
て
い

て
、
上
の
副
助
詞
「
ば
か
り
」
と
と
も
に
限
定
の
は
た
ら
き
を

強
化
し
て
い
る
も
の
と
読
み
と
れ
よ
う
か
。
そ
れ
以
外
は
、
そ

の
連
用
形
名
詞
「（
御
）
遊
び
」「
答い
ら

へ
」
が
副
助
詞
「
な
ど
」

を
添
え
て
い
る
。
例
示
性
よ
り
も
同
類
が
そ
こ
に
存
在
す
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
と
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に

ヲ
格
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
五
用
例
の
他
動
詞
「
す
」
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
か
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
と

き
、
そ
れ
は
、「
遊
び
」
の
規
模
や
「
答い
ら

へ
」
の
対
象
者
な
ど

に
よ
っ
て
、
幅
広
い
異
同
が
生
じ
る
よ
う
に
も
思
え
て
き
た
。
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「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」
で
は
表
現
で
き
な
い
何
が
表
現
で
き
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

実
は
、連
用
形
名
詞
と
い
っ
て
も
よ
い
「
あ
そ
び
」「
い
ら
へ
」

に
動
詞
「
す
」
を
直
接
さ
せ
た
「
あ
そ
び
す
」「
い
ら
へ
す
」

と
い
う
用
例
が
存
在
す
る
。「
遊
び
す
」
二
用
例
、「
答い
ら

へ
す
」

三
用
例
の
計
五
用
例
の
存
在
が
確
認
で
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
ヲ
格
の
非
表
出
と
見
て
、「
遊
び
〔
ヲ0

〕
0す
」「
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
0す
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
そ
う
に
も
思
え

た
が
、
一
方
に
、
動
詞
連
用
形
相
当
形
に
、
さ
ら
に
動
詞
「
す
」

を
直
接
さ
せ
た
、そ
の
用
例
を
、長
く
一
単
語
相
当
に
取
り
扱
っ

て
き
て
い
る
慣
行
の
十
単
語
ほ
ど
が
当
代
ま
で
に
存
在
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
の
「
遊
び
す
」「
答い
ら

へ
す
」
の
取
り
扱
い
に
悩

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。そ
の
一
単
語
相
当
に
取
り
扱
わ
れ
る「
消

え
す
」「
絶
え
す
」
な
ど
は
既
に
、
学
習
用
古
語
辞
典
の
類
に

立
項
さ
れ
て
久
し
い注
⑤

。「
遊
び
す
」「
答い

ら

へ
す
」
と
い
う
図
解
が
、

各
用
例
の
読
解
に
抵
抗
を
感
じ
な
い
こ
と
を
自
身
に
確
認
し

て
、
次
の
5
（
E
形
式
）
を
設
け
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
。

　
　

5�　

動
詞
連
用
形
相
当
形
に
動
詞
「
す
」
を
直
接
さ
せ
て
、

無
活
用
語
化
し
た
動
詞
連
用
形
相
当
形
に
再
度
活
用
語

性
を
賦
与
し
た
表
現
（
E
形
式
）

　

前
項
4
の
末
尾
の
×　

×　

×
印
以
降
に
お
い
て
、
そ
の
取

り
扱
い
に
長
く
悩
ん
で
き
て
い
る
旨
、
告
白
し
た
一
群
の
表
現

が
、こ
の
5
（
E
形
式
）
に
お
い
て
取
り
立
て
る
表
現
で
あ
る
。

以
下
に
、
そ
の
各
用
例
を
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

ア
11
○�

夕
霧
「
…
。
対
の
前
の
藤
、
常
よ
り
も
お
も
し
ろ
う

咲
き
て
は
べ
る
な
る
を
、
静
か
な
る
こ
ろ
ほ
ひ
な
れ

ば
、
遊
び

0せ
ん
な
ど
に
や
は
べ
ら
む
」
と
申
し
た
ま

ふ
。（
①
藤
裏
葉435

）

　

ア
12
○�

冷
泉
院
「
故
六
条
院
の
踏た
ふ

歌か

の
朝あ
し
たに
女
を
ん
な

形が
た

に
て
遊
び

0せ

ら
れ
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
か
り
き
と
右
み
ぎ
の

大お
と
ど臣
の
語

ら
れ
し
。
…
」
な
ど
思
し
や
り
て
御
琴こ
と

ど
も
調
べ
さ

せ
た
ま
ひ
て
、…
。…
こ
の
殿
な
ど
遊
び
た
ま
ふ
。（
⑤

竹
河99

）

　

イ
14
○�

空
蝉
「
中
将
の
君
は
い
づ
く
に
ぞ
。
人
け
遠
き
心
地

し
て
物
恐
ろ
し
」と
言
ふ
な
れ
ば
、長な
げ
し押
の
下も
と

に
人
々

臥
し
て
答い
ら

へ
0す
な
り
。（
①
帚
木98

）

　

イ
15
○�
薫
「
…
。
う
と
う
と
し
く
思
す
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
を
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心
憂
の
御
気け

色し
き

や
」
と
恨
み
た
ま
へ
ば
、
答い
ら

へ
0す
べ

き
心
地
も
せ
ず
、思
は
ず
に
憎
く
思
ひ
な
り
ぬ
る
を
、

…
。（
⑤
宿
木427

）

　

イ
16
○�

立
ち
て
こ
な
た
に
い
ま
し
て
、
僧
都
「
こ
こ
に
や
お

は
し
ま
す
」
と
て
、
几き

帳ち
や
うの
も
と
に
つ
い
ゐ
た
ま
へ

ば
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、
ゐ
ざ
り
寄
り
て
答い
ら

へ
0し
た

ま
ふ
。（
⑥
手
習334

）

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
「
遊
び
す
」「
答い
ら

へ
す
」
の
「
す
」
に
つ

い
て
、
自
・
他
の
別
を
あ
え
て
示
さ
な
い
理
由
を
述
べ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
「
遊
び
す
」「
答い
ら

へ
す
」
が
「
遊

ぶ
」「
答い
ら

ふ
」
に
言
い
換
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
し
て
、

そ
の
「
遊
ぶ
」「
答い
ら

ふ
」
が
自
動
詞
で
あ
る
以
上
、「
遊
び
す
」

「
答い
ら

へ
す
」は
、自
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

一
般
に
、
自
動
詞
の
「
す
」
は
、「
音
│
す
」「
長な
が
め雨
│
す
」
な

ど
の
「
す
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
「
す
」
の
訳
語
を
、筆
者
は
〈
感

じ
ら
れ
る
〉
に
限
っ
て
い
る注
⑥

。
自
動
詞
の
「
す
」
と
し
て
、
い

ま
一
項
加
え
る
と
、助
動
詞
の
一
部
と
い
っ
て
よ
い
「
む
と
す
」

の
「
す
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
問
題
と
し
た
い
の
が
、
こ

の
一
群
の
「
自
動
詞
の
連
用
形
相
当
形
+
0す
」
の
「
す
」
で
あ

る
。

　

そ
の
一
群
と
は
、
既
に
旧
稿
「
補
助
動
詞
「
す
」
の
論
」
に

お
い
て
も
触
れ
て
き
て
い
る
「
離か

れ
す
」「
消
え
す
」「
朽
ち
す
」

「
尽
き
す
」「
絶
え
す
」「
旧ふ

り
す
」
な
ど
で
あ
る
。
自
動
詞

「
離か

る
」「
消
ゆ
」「
朽
つ
」「
尽
く
」「
絶
ゆ
」「
旧ふ

る
」
に
動
詞

「
す
」
が
直
接
し
て
新
た
に
活
用
語
で
あ
る
こ
と
を
鮮
明
に
し

た
一
群
の
動
詞
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て
も
、「
枯
れ
す
」「
死

に
す
」「
生
え
す
」「
欲ほ

り
す
」「
な
ど
が
、そ
れ
ら
に
相
当
す
る
。

い
ま
、
小
稿
で
注
目
し
て
い
る
「
遊
び
す
」「
答い
ら

へ
す
」
に
つ

い
て
も
、
自
動
詞
に
動
詞
「
す
」
が
直
接
し
て
、
自
動
詞
と
し

て
存
在
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ

こ
で
、
そ
の
「
す
」
は
、
他
動
詞
で
は
な
い
。
し
か
し
、
単
独

で
自
動
詞
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
を
考
え
て
、
自
・

他
の
別
を
示
す
こ
と
を
避
け
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

6�　
「
動
詞
連
用
形
+
な
ど

0

0

+
補
助
動
詞

0す
」（
A
形
式
）

表
現
に
、さ
ら
に
、そ
の
「
な
ど
」
の
下
に
係
助
詞
「
は
」

「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
表
現
（
F
形
式
）

　
「
あ
そ
ぶ
」「
い
ら
ふ
」
に
「
な
ど
」
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、

補
助
動
詞
「
す
」
が
起
用
さ
れ
て
、
そ
こ
に
構
成
さ
れ
た
表
現

が
「
あ
そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
で
あ
る
。
そ
の
A
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形
式
の
「
な
ど
」
の
下
に
、
さ
ら
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
が

介
在
し
て
い
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の

類
似
の
表
現
に
各
一
用
例
ず
つ
引
か
れ
て
い
た
。
ア
ｃ
と
イ
ｆ

と
で
あ
る
。「
は
」「
も
」
の
配
列
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、ア
・

イ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
用
例
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

ア
13
○�

帝
「
遊
び
な
ど

0

0

も4

0せ
ず
、
昔
聞
き
し
物
の
音ね

な
ど
も

聞
か
で
久
し
う
な
り
に
け
る
か
な
」
と
…
。（
②
明

石214

）

　

ア
14
○�

ま
だ
暁
に
出
で
た
ま
ふ
と
て
も
、
こ
な
た
に
渡
り
た

ま
ひ
て
、
八
の
宮
「
な
か
ら
む
ほ
ど
心
細
く
な
思
し
わ

び
そ
。心
ば
か
り
は
や
り
て
遊
び
な
ど

0

0

は4

0し
た
ま
へ
。

…
」な
ど
、か
へ
り
み
が
ち
に
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
⑤

椎
本187

）

　

ア
15
○�

二は

つ十
日か

の
月
や
う
や
う
さ
し
出
で
て
、
を
か
し
き
ほ

ど
な
る
に
、
帝
「
遊
び
な
ど

0

0

も4

0せ
ま
ほ
し
き
ほ
ど
か

な
」
と
の
た
ま
は
す
。（
②
賢
木129

）

　

イ
17
○�

源
氏
「
か
や
う
に
お
と
づ
れ
き
こ
え
ん
人
を
ば
人
選え

り
し
て
答い
ら

へ
な
ど

0

0

は4

0せ
さ
せ
よ
。
…
」
…
。（
③
胡

蝶177

）

　

右
の
各
用
例
に
つ
い
て
、
見
出
し
に
示
し
た
よ
う
に
、「
あ

そ
び
な
ど
す
」「
い
ら
へ
な
ど
す
」
と
い
う
A
形
式
表
現
に
係

助
詞
「
は
」「
も
」
が
介
在
し
て
い
る
表
現
と
い
う
よ
う
に
感

じ
と
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
に
、
見
出
し
に
も

示
し
た
の
だ
が
、「
は
」「
も
」
が
介
在
し
な
い
A
形
式
表
現
と

同
じ
よ
う
に
、
ア
13
「
遊
び
な
ど

0

0

も4

」
が
「

0せ
ず
」
の
被
補
助

語
で
あ
る
の
か
、
イ
17
の
「
答い
ら

へ
な
ど

0

0

は4

」
が
「

0せ
さ
せ
よ
」

の
被
補
助
語
で
あ
る
の
か
、
少
し
く
不
安
に
感
じ
ら
れ
て
も
き

た
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
ら
が
被
補
助
語
で
あ
る
な
ら
、
そ

の
「
遊
び
」
や
「
答い
ら

へ
」
は
、
動
詞
連
用
形
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
名
詞
と
感
じ
と
れ
た
ら
、
そ
し
て
、
連
用
形
名
詞
と
判

断
さ
れ
た
ら
、「

0せ
ず
」
の
「
せ
」
は
、
補
助
動
詞
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ア
13
の
用
例
は
、第
一
章
で
ア
ｃ
と
し
て
見
て
き
た
「
遊
び
」

で
あ
る
。
そ
の
「
遊
び

0

0

な
ど

0

0

も4

0せ
ず
、」
は
、
後
続
す
る
「
…

物
の
音ね

な
ど

0

0

も4

0聞
か
で〇

」
と
打
消
の
並
立
関
係
に
あ
る
よ
う
に

も
見
え
て
く
る
。
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
「
遊

び
」
は
名
詞
と
感
じ
と
れ
、「
遊
び
な
ど
も
」
は
、
非
表
出
の

ヲ
格
で
、補
充
成
分
「
遊
び
な
ど

0

0

〔
ヲ4

〕
も4

」
と
見
え
て
き
て
、

「
せ
」
は
、
他
動
詞
「
す
」
と
読
み
と
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　

イ
17
も
、
第
一
章
で
イ
ｆ
と
し
て
見
て
き
た
「
答い
ら

へ
」
で
あ
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る
。
そ
の
「
答い
ら

へ
な
ど

0

0

は4

0せ
さ
せ
よ
。」
に
お
い
て
、そ
の
「
は
」

が
何
を
取
り
立
て
て
ど
れ
ほ
ど
に
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
を
読
み
解
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。「
は
」が「
答い
ら

へ
な
ど
」

を
取
り
立
て
て
、
限
定
し
て
強
調
し
て
い
る
と
読
み
解
い
た
場

合
、
非
表
出
の
ヲ
格
が
感
じ
と
れ
、「
答い
ら

へ
」
も
名
詞
と
感
じ

と
れ
て
、「
せ
さ
せ
よ
」
の
「
せ
」
は
、
他
動
詞
の
「
す
」
と

見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
一
度
読
み
返
し
て
、「
か
や
う

に
お
と
づ
れ
き
こ
え
ん
人
を〇

〇ば
」
の
「
を
ば
」
の
存
在
に
気
づ

か
さ
れ
た
と
き
、「
答い
ら

へ
な
ど
〔
ヲ〇

〕
ば〇

」
と
読
む
こ
と
が
許

さ
れ
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
、イ
17
の
「
答い
ら

へ
」
は
、

一
瞬
連
用
形
名
詞
と
見
え
て
、
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
て
も
、
な
お
、
自
信
を
も
っ
て
す
る
判
断
に
は
至
り

え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

ア
14
・
ア
15
の
用
例
も
加
え
て
、
こ
れ
ら
、
A
形
式
に
「
は
」

「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
表
現
は
、
A
形
式
表
現
と
ど
れ
ほ
ど
に

相
違
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
こ
の
6
（
F
形
式
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の
判
断
に
悩
む
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
こ

と
と
す
る
。

　
　

7�　
「
連
用
形
名
詞
+
を0

+
他
動
詞

0す
」（
C
形
式
）
に
、

さ
ら
に
、
そ
の
「
を
」
の
下
に
係
・
副
助
詞
を
介
在
さ

せ
た
表
現
（
G
形
式
）

　

3
（
C
形
式
）
に
お
い
て
、そ
の
連
用
形
名
詞
に
つ
い
て
は
、

（
l
）
単
独
で
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
、（
ｍ
）
接
頭
語
「
御
」

を
冠
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
、（
ｍ
）
連
体
修
飾
語
を
冠

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
の
別
を
設
け
て
き
た
。
こ
の
7

（
G
形
式
）
で
は
、
も
は
や
、
そ
の
別
は
明
ら
か
な
事
実
で
あ

る
の
で
、
小
分
類
す
る
こ
と
な
く
、
一
括
し
て
取
り
扱
う
こ
と

と
す
る
。

　

以
下
に
、
そ
の
該
当
用
例
を
掲
げ
る
が
、
第
一
章
に
お
い
て

類
似
の
表
現
と
し
て
引
い
た
用
例
の
な
か
の
イ
ｅ
の
「
答い
ら

へ
」

は
、
こ
の
7
（
G
形
式
）
の
「
答い
ら

へ
」
で
あ
っ
た
。
改
め
て
、

7
（
G
形
式
）
の
イ
の
第
一
用
例
の
イ
18
と
し
て
再
掲
す
る
こ

と
と
す
る
。

　

ア
16
○�

…
、
弘
徽
殿
に
は
、
久
し
く
上
の
御み

局つ
ぼ
ねに
も
参ま
う

上の
ぼ

り

た
ま
は
ず
、
月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
夜よ

更ふ

く
る
ま
で

遊
び
を0

ぞ4

0し
た
ま
ふ
な
る
。（
①
桐
壺35

）

　

ア
17
○�

中
宮
ぞ
、
な
か
な
か
ま
か
で
た
ま
ふ
こ
と
も
い
と
難か
た

う
な
り
て
、
た
だ
人ひ
と

の
仲
の
や
う
に
並
び
お
は
し
ま

す
に
、
い
ま
め
か
し
う
、
な
か
な
か
昔
よ
り
も
は
な
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や
か
に
、
御
遊
び
な
ど
を

0

0

0

も4

0し
た
ま
ふ
。（
④
鈴
虫

391

）

　

イ
18
○�

…
、（
省
略
）、
か
や
う
の
を
り
を
り
に
責
め
ら
れ
む

も
、
む
つ
か
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
答い
ら

へ
を0

だ
に

4

4

0し
た

ま
は
ね
ば
、
あ
ま
り
言
ふ
か
ひ
な
く
思
ひ
あ
へ
り
。

（
⑥
手
習316

）

　

イ
19
○�

思
し
た
り
し
さ
ま
、
こ
れ
に
多
く
は
御
心
も
乱
れ
に

し
ぞ
か
し
と
思
す
に
、
さ
る
べ
き
と
は
い
ひ
な
が
ら

も
、
い
と
つ
ら
き
人
の
御
契
り
な
れ
ば
、
答い
ら

へ
を0

だ4

に4

0し
た
ま
は
ず
。（
④
夕
霧441

）

　

イ
20
○�

闇や
み

に
ま
ど
ひ
た
ま
へ
る
御
あ
た
り
に
、
い
と
ま
ば
ゆ

く
に
ほ
ひ
満
ち
て
入
り
お
は
し
た
れ
ば
、
か
た
は
ら

い
た
う
て
、御
答い
ら

へ
を0

だ
に

4

4

0し
た
ま
は
ね
ば
、…
。（
⑤

椎
本196

）

　

右
の
ア
16
に
見
る
「
遊
び
」
や
イ
18
・
イ
19
に
見
る
「
答い
ら

へ
」

は
、
ア
17
の
「
御
遊
び
」
や
イ
20
の
「
御
答い
ら

へ
」
よ
り
は
遅
れ

る
が
、
続
く
格
助
詞
「
を
」
か
ら
、
直
ち
に
名
詞
と
判
断
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
見
る
「
す
」
は
、
す
べ
て
他
動
詞

の
「
す
」
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
「
あ
そ
び
を
す
」
は
、
そ
の
格
助
詞
「
を
」
の
下
に
介
在
す

る
助
詞
が
強
調
の
係
助
詞
「
ぞ
」
と
添
加
の
係
助
詞
「
も
」
と

で
あ
っ
て
、い
ず
れ
も
肯
定
表
現
で
あ
る
。そ
れ
に
対
し
て
、「
い

ら
へ
を
す
」
は
、
否
定
表
現
の
た
め
に
存
在
す
る
か
に
思
え
る

実
態
で
、
格
助
詞
「
を
」
の
下
に
副
助
詞
「
だ
に
」
を
介
在
さ

せ
て
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
で
応
じ
、
程
度
の
軽
い
も
の
と

し
て
あ
げ
た
「
答い
ら

へ
」
か
ら
、
言
外
に
重
い
も
の
を
類
推
さ
せ

る
表
現
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
答い
ら

へ
」
は
、
そ
の
「
…

を
だ
に
せ
ず
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
い
ま
一
点
、
イ
20
の
用
例
に
見
る
「
御
答い
ら

へ
」
に

添
え
ら
れ
た
「
な
ど
」
に
注
目
し
た
い
。
既
に
、4
（
D
形
式
）

の
ア
8
・
ア
9
・
ア
10
に
見
た
と
こ
ろ
で
、
連
用
形
名
詞
に
添

え
ら
れ
て
、
非
表
出
の
ヲ
格
の
上
に
位
置
し
て
い
た
「
な
ど
」

で
あ
る
。
そ
の
同
類
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い「
な
ど
」

が
、
格
助
詞
「
を
」
の
上
に
位
置
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
下
に

副
助
詞
「
だ
に
」
が
介
在
し
て
い
る
点
か
ら
、そ
の
「
な
ど
」
に
、

一
般
に
は
誤
解
と
さ
れ
る注
⑦

接
尾
語
性
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　
　

8�　

連
用
形
名
詞
が
非
表
出
の
ヲ
格
を
挟
ん
で
他
動
詞

「
す
」
を
伴
っ
て
い
る
表
現
（
D
形
式
）
に
、
さ
ら
に
、
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そ
の
非
表
出
の
ヲ
格
の
下
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
を

介
在
さ
せ
た
表
現
（
H
形
式
）

　

7
（
G
形
式
）
に
お
い
て
観
察
し
た
、
3
（
C
形
式
）
の
格

助
詞
「
を
」
の
下
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
表

現
に
続
け
て
、
4
（
D
形
式
）
の
非
表
出
の
ヲ
格
の
下
に
係
助

詞
「
は
」「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
表
現
を
観
察
し
て
い
く
こ
と

と
な
っ
た
。

　

ア
18
○�

七
月
七
日
も
、
例
に
変
り
た
る
こ
と
多
く
、
御
遊
び

な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
も4

0し
た
ま
ひ
て
、
つ
れ
づ
れ
に
な
が
め

暮
ら
し
た
ま
ひ
て
、
星ほ
し

逢あ

ひ
見
る
人
も
な
し
。（
④

幻543

）

　

ア
19
○�

八
の
宮
「
あ
は
れ
に
久
し
く
な
り
に
け
り
や
、
か
や
う

の
遊
び
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
も4

0せ
で
、
あ
る
に
も
あ
ら
で
過

ご
し
来
に
け
る
年と
し
つ
き月
の
、
さ
す
が
に
多
く
数
へ
ら
る

る
こ
そ
か
ひ
な
け
れ
」な
ど
の
た
ま
ふ
つ
い
で
に
も
、

…
。（
⑤
椎
本171

）

　

イ
21
○�

浮
舟
「
心
深
か
ら
む
御
物
語
な
ど
聞
き
わ
く
べ
く
も

あ
ら
ぬ
こ
そ
口
惜
し
け
れ
」
と
答い
ら

へ
て
、
こ
の
厭い
と

ふ

に
つ
け
た
る
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
は4

0し
た
ま
は
ず
。（
⑥
手

習354

）

　

連
用
形
名
詞
が
非
表
出
の
ヲ
格
を
挟
ん
で
他
動
詞
「
す
」
を

伴
っ
て
い
る
表
現
に
、
さ
ら
に
、
そ
の
非
表
出
の
ヲ
格
の
下
に

係
助
詞
「
は
」「
も
」
を
介
在
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
。
ア
18
の

用
例
も
ア
19
の
用
例
も
、
そ
の
非
表
出
の
ヲ
格
の
下
に
介
在
さ

せ
て
い
る
助
詞
は
、
と
も
に
係
助
詞
「
も
」
で
あ
る
が
、
ア
18

の
「
も
」
は
添
加
の
は
た
ら
き
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

ア
19
の
「
も
」
は
、
打
消
表
現
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
連
用
形
名
詞
「
遊
び
」
は
、
と
も
に
、

同
類
を
意
味
す
る
か
に
思
え
る
「
な
ど
」
を
添
え
て
い
る
。
助

詞
と
は
感
じ
と
り
に
く
い
「
な
ど
」
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
21
の

用
例
に
見
る
、
非
表
出
の
ヲ
格
の
下
に
介
在
す
る
助
詞
は
、
係

助
詞
「
は
」
で
あ
る
。
そ
の
ヲ
格
が
「
を
」
と
し
て
表
出
さ
れ

て
い
た
場
合
に
は
、「
ば
」
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、「
は
」
だ
け

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
限
定
す
る
姿
勢
が
強
く
感
じ

ら
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　

×

　

実
は
、
こ
の
H
形
式
に
相
当
す
る
次
の
一
用
例
だ
が
、
そ
の

「
つ
ゆ
の
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
も4

0し
た
ま
は
ず
」
の
「
し
」
に
つ
い

て
は
、
当
代
の
表
現
と
し
て
疑
義
を
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
番

外
の
用
例
と
し
て
引
い
て
お
く
に
と
ど
め
、
追
っ
て
、
第
四
章
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に
お
い
て
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

○�
源
氏
「
あ
な
う
た
て
。
こ
れ
は
い
と
ゆ
ゆ
し
き
わ
ざ
よ
」

と
て
、
よ
ろ
づ
に
こ
し
ら
へ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
ま
こ
と

に
い
と
つ
ら
し
と
思
ひ
た
ま
ひ
て
、つ
ゆ
の
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕

も4

0し
た
ま
は
ず
。（
②
葵72

）

　　
　

9�　

動
詞
に
副
助
詞
「
な
ど
」
や
そ
の
他
の
係
・
副
助
詞

を
共
起
さ
せ
た
結
果
、
補
助
動
詞
「
す
」
が
起
用
さ
れ

た
表
現
（
A
形
式
・
B
形
式
）
の
補
助
動
詞
「
す
」
の

上
に
、
副
詞
、
ま
た
は
副
詞
相
当
語
句
を
介
在
さ
せ
た

表
現
（
I
形
式
）

　

も
は
や
、
A
形
式
・
B
形
式
の
別
に
つ
い
て
区
別
す
る
必
要

は
な
い
段
階
に
到
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
副
詞
と
副
詞
相
当
語

句
と
を
区
別
し
て
取
り
扱
わ
な
く
て
も
よ
い
と
判
断
し
て
、
以

上
に
該
当
す
る
用
例
を
以
下
に
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

ア
20
○�

遊
び
な
ど

0

0

、
い
と
お
も
し
ろ
う

0し
た
ま
ひ
て
、
夜よ

す

こ
し
更ふ

け
ゆ
く
ほ
ど
に
、
源
氏
の
君
、
い
た
く
酔ゑ

ひ

な
や
め
る
さ
ま
に
も
て
な
し
た
ま
ひ
て
、
紛
れ
立
ち

た
ま
ふ
。（
①
花
宴364

）

　

イ
22
○�

あ
さ
ま
し
き
ま
で
恨
み
嘆
け
ば
、
こ
の
前ま
へ

申ま
う

し
も
あ

ま
り
戯た
は
ぶれ
に
く
く
い
と
ほ
し
と
思
ひ
て
、
答い
ら

へ
も0

を

さ
を
さ

0せ
ず
。（
⑤
竹
河84

）

　

イ
23
○�

こ
こ
の
宿や
ど

守も
り

に
て
住
み
け
る
者
、
時
方
を
主し
う

と
思
ひ

て
か
し
づ
き
歩あ
り

け
ば
、
こ
の
お
は
し
ま
す
遣や
り

戸ど

を
隔

て
て
所
と
こ
ろ

得え

顔が
ほ

に
ゐ
た
り
。
声
ひ
き
し
じ
め
、
か
し
こ

ま
り
て
物
語
し
を
る
を
答い
ら

へ
も0

え
0せ
ず
を
か
し
と
思

ひ
け
り
。（
⑥
浮
舟153

）

　

ア
20
の
用
例
は
、「
遊
び
な
ど

0

0

0し
た
ま
ひ
て
」
の
補
助
動
詞

「
し
」
の
上
に
、「
い
と
お
も
し
ろ
う
│
「
い
と
」
は
形
容
詞
連

用
形
「
お
も
し
ろ
う
」
を
修
飾
す
る
だ
け
の
程
度
副
詞
│
」
と

い
う
副
詞
相
当
語
句
が
介
在
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
イ
22
の
用
例
は
、「
答い
ら

へ
も0

0せ
ず
」
の
補
助
動
詞
「
せ
」

の
上
に
、「
を
さ
を
さ
」
と
い
う
副
詞
が
介
在
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
イ
23
の
用
例
も
、「
答い
ら

へ
も0

0せ
ず
」
の
補
助
動
詞
「
せ
」

の
上
に
、「
え
」
と
い
う
副
詞
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

さ
て
、ア
20
の
「
遊
び
な
ど

0

0

」
の
、「
な
ど
」
の
下
の
読
点
（
、）

は
、「
遊
び
な
ど
」
を
「
し
た
ま
ひ
て
」
の
被
補
助
語
と
み
る

こ
と
に
抵
抗
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
遊
び
」
を
連
用
形
名
詞
と
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
読
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点
を
外
し
た
「
遊
び
な
ど
い
と
お
も
し
ろ
う
し
た
ま
ひ
て
」
は
、

〈
た
い
そ
う
風
情
あ
る
よ
う
に
管
絃
な
ど
を
楽
し
ん
だ
り
な

さ
っ
て
〉
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
、「
い
と
お
も
し
ろ
う
」
は
、

例
示
と
し
て
の
動
詞
「
遊
ぶ
」
を
修
飾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

イ
22
の
「
を
さ
を
さ
」
も
、
イ
23
の
「
え
」
も
、
修
飾
し
て
い

る
の
は
、
例
示
と
し
て
の
動
詞
「
答い
ら

ふ
」
で
あ
る
、
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、

イ
22
の
「
答い
ら

へ
も
を
さ
を
さ
せ
ず
」
の
、そ
の
現
代
語
訳
も
、〈
答

え
た
り
も
ほ
と
ん
ど
し
な
い
〉と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

イ
22
・
イ
23
の
「
も
」
は
、
そ
の
打
消
表
現
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
、
多
く
見
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

10�　

連
用
形
名
詞
に
格
助
詞
「
を
」
を
添
え
た
り
、
非
表

出
の
ヲ
格
を
挟
ん
だ
り
、
時
に
は
、
そ
の
下
に
係
助
詞

を
介
在
さ
せ
た
り
し
て
、
他
動
詞
「
す
」
を
伴
っ
て
い

る
表
現
（
C
形
式
・
D
形
式
・
G
形
式
・
H
形
式
）
の
、

そ
の
「
す
」
の
上
に
、
副
詞
、
ま
た
は
副
詞
相
当
語
句

を
介
在
さ
せ
た
表
現
（
J
表
現
）

　

格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
て
い
て
も
い
な
く
て
も
、
と
に
か

く
ヲ
格
の
関
係
で
下
接
す
る
連
用
形
名
詞
が
、
続
け
て
他
動
詞

「
す
」
を
伴
っ
て
い
る
表
現
の
、
そ
の
「
す
」
の
上
に
、
副
詞
、

ま
た
は
副
詞
相
当
語
句
が
存
在
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
表
現
を

観
察
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
21
○�

…
、
夜よ
る
ひ
る昼
、
学
問
を
も
遊
び
を0

も4

も
ろ
と
も
に

0し
た

ま
ひ
て
、
を
さ
を
さ
立
ち
お
く
れ
ず
、
い
づ
く
に
て

も
ま
つ
は
れ
き
こ
え
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
…
。（
①
帚

木54

）

　

ア
22
○�

を
り
ふ
し
に
従
ひ
て
は
、
御
遊
び
な
ど

0

0

を4

好
ま
し
う�

世
の
響
く
ば
か
り

0せ
さ
せ
た
ま
ひ
つ
つ
、
今
の
御
あ

り
さ
ま
し
も
め
で
た
し
。（
②
葵17

）

　

ア
23
○�

大
将
殿
か
う
静
か
に
て
お
は
す
る
に
、
世
は
は
か
な

き
も
の
と
見
え
ぬ
る
を
、
ま
し
て
こ
と
わ
り
と
思
し

な
し
て
、
常
に
参
り
通
ひ
た
ま
ひ
つ
つ
、
学
問
を
も

遊
び
を0

も4

も
ろ
と
も
に

0し
た
ま
ふ
。（
②
賢
木139

）

　

ア
24
○�

…
、
私
ざ
ま
の
か
か
る
は
か
な
き
御
遊
び
〔
ヲ0

〕
も4

め
づ
ら
し
き
筋
に

0せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
み
じ
き
盛

り
の
御
世
な
り
。（
②
絵
合392

）

　

イ
24
○�

…
、
匂
宮
「
…
」
と
こ
と
わ
り
な
う
問
ひ
た
ま
へ
ど
、

そ
の
御
答
へ
〔
ヲ0

〕
は4

絶
え
て

0せ
ず
、
他こ
と
ご
と事
は
、
い

と
を
か
し
く
け
近
き
さ
ま
に
答い
ら

へ
き
こ
え
な
ど
し
て
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な
び
き
た
る
を
、
い
と
限
り
な
う
ら
う
た
し
と
の
み

見
た
ま
ふ
。（
⑥
浮
舟130

）

　

さ
き
の
9
（
I
形
式
）
と
、
こ
の
10
（
J
形
式
）
と
の
、
最

も
大
き
な
留
意
点
は
、
そ
し
て
、
最
も
大
き
な
相
違
点
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
表
現
の
な
か
の
副
詞
、
ま
た
は
副
詞
相
当
語
句
が
、

連
用
修
飾
語
と
し
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
I
形
式
の
母
体
を
な
す
A
形
式
・
B
形
式
が
、
動
詞
に

係
・
副
助
詞
を
共
起
さ
せ
た
結
果
、
補
助
動
詞
「
す
」
が
起
用

さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
J
形
式
に
見
る
副
詞

や
副
詞
相
当
語
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
を
修
飾
す
る
連
用
修

飾
語
で
あ
る
、
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
C
形
式
・

D
形
式
を
母
体
と
す
る
J
形
式
に
お
い
て
、そ
の
他
動
詞
「
す
」

の
上
に
あ
る
副
詞
や
副
詞
相
当
語
句
は
、
そ
の
「
す
」
を
修
飾

す
る
連
用
修
飾
語
で
あ
り
、
や
が
て
、
一
体
化
し
て
一
概
念
化

す
る
、
と
い
う
理
解
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
「
す
」
が
形
式
動

詞注
⑧

だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
21
と
ア
23
の
「
学
問
を
も
遊
び
を
も
も
ろ
と
も
に
す
」
は
、

並
立
の
係
助
詞
「
も
」
か
ら
も
、そ
の
「
も
ろ
と
も
に
す
」
は
、

〈
併
せ
行
う
〉
と
い
う
一
概
念
と
も
い
え
る
も
の
で
、
そ
れ
で

一
単
語
の
動
詞
と
も
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ア
22
の
「
好

ま
し
う
世
の
響
く
ば
か
り
す
」
は
、「
好
ま
し
う
す
」
と
「
世

の
響
く
ば
か
り
す
」
と
い
う
、
二
概
念
で
、
二
単
語
の
動
詞
を

対
偶
中
止
法
の
構
造注
⑨

で
表
現
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
ア

24
の
「
め
づ
ら
し
き
筋
に
す
」
も
ま
た
、
ど
ん
な
催
し
方
で
催

す
か
を
一
概
念
と
し
て
表
現
し
て
い
る
も
の
で
、〈
目
新
し
い

趣
向
で
催
す
〉意
の
一
単
語
の
動
詞
と
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
「
す
」
は
、
活
用
機
能
を
担
う
だ
け
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
概
念
は
、
一
般
に
は
、
副
詞
と
か
副
詞
相
当
語
句
と
か
い

わ
れ
る
も
の
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

イ
24
の
「
絶
え
て
」
と
い
う
副
詞
は
、
一
般
に
は
副
詞
と
さ

れ
る
が
、こ
こ
で
は
、「
絶
え
て
せ
ず
」
が
〈
ま
っ
た
く
し
な
い
〉

と
い
う
一
概
念
で
、「
絶
え
て
」
と
「
す
」
と
が
概
念
を
、「
せ
」

と
「
ず
」
と
が
活
用
を
担
っ
て
い
て
、「
ず
」
は
概
念
に
も
活

用
に
も
機
能
し
て
い
る
も
の
と
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。な
お
、

こ
こ
で
、「
御
答い
ら

へ
」
と
い
う
「
御
」
を
冠
し
た
「
答い
ら

へ
」
の

動
作
を
「
す
」
で
表
し
え
た
の
は
、「
絶
え
て
せ
ず
」
と
な
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
解
し
て
い
る
。

　

9
（
I
形
式
）
と
10
（
J
形
式
）
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
介
在

す
る
副
詞
、
ま
た
は
副
詞
相
当
語
句
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
学

校
文
法
か
ら
は
あ
ま
り
に
も
遠
い
哲
学
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
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が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
諸
表
現
の
読
解
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
完

結
し
た
も
の
と
な
る
、
と
思
っ
て
い
る
。

　

第
三
章　

�「
あ
そ
び
」
と
「
す
」
／
「
い
ら
へ
」
と
「
す
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
十
形
式
の
再
整
理
と
、

「
す
」
の
再
認
識

　
「
あ
そ
び
」
と
「
す
」
／
「
い
ら
へ
」
と
「
す
」
は
、
あ
ま

り
に
も
多
様
な
表
現
形
式
を
構
成
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
多
様

な
表
現
形
式
を
認
識
順
序
に
も
配
慮
し
て
、
十
形
式
に
整
理
し

て
み
た
。
前
置
き
な
し
で
、
直
ち
に
そ
の
十
形
式
を
学
習
書
的

要
領
で
紹
介
し
て
み
た
。
前
章
第
二
章
が
、
以
下
の
よ
う
に
受

け
と
め
ら
れ
て
い
た
ら
、
そ
の
理
解
が
徹
底
し
た
と
思
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　
「
あ
そ
び
」
と
「
す
」
／
「
い
ら
へ
」
と
「
す
」
が
構
成
し

た
表
現
形
式
が
多
様
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
底

に
あ
る
の
は
、
A
形
式
・
B
形
式
と
C
形
式
・
D
形
式
と
に
限

ら
れ
る
。
そ
の
A
・
B
形
式
は
そ
れ
で
一
組
と
す
る
こ
と
も
で

き
、
C
・
D
形
式
も
そ
れ
で
一
組
と
し
て
受
け
と
め
る
こ
と
も

で
き
る
。
そ
の
A
・
B
形
式
の
「
す
」
は
、
補
助
動
詞
「
す
」、

C
・
D
形
式
の
「
す
」
は
、
他
動
詞
「
す
」
で
あ
る
。

　

E
形
式
は
、
E
形
式
を
設
け
る
か
ど
う
か
で
悩
ま
さ
れ
る
。

D
形
式
と
も
解
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
E
形
式
の
動
詞「
す
」

は
、
結
局
、
自
動
詞
を
つ
く
る
「
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
「
す
」
そ
の
も
の
が
自
動
詞
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て

お
き
た
い
。

　

F
形
式
に
つ
い
て
も
ま
た
、
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
い
ち
お

う
、
A
形
式
を
母
体
に
し
て
い
る
も
の
と
見
た
が
、
D
形
式
を

母
体
と
す
る
も
の
か
と
も
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

「
す
」
に
つ
い
て
は
、
補
助
動
詞
と
見
よ
う
と
努
め
て
、
そ
う

解
し
た
。

　

G
形
式
・
H
形
式
の
読
解
を
通
し
て
、
格
助
詞
「
を
」
や
非

表
出
の
ヲ
格
の
上
の
「
な
ど
」
に
つ
い
て
は
、
副
助
詞
と
す
る

こ
と
へ
の
疑
問
が
湧
い
て
き
た
。
ま
た
、
C
形
式
・
D
形
式
も

含
め
て
、G
形
式
・
H
形
式
の
「
す
」
は
、当
然
、他
動
詞
「
す
」

で
あ
る
が
、そ
の
訳
出
は
、実
に
幅
の
あ
る
も
の
で
、場
面
々
々

で
、
多
様
に
読
み
と
ら
れ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

I
形
式
と
J
形
式
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
介
在
し
て

い
る
副
詞
、
ま
た
は
副
詞
相
当
語
句
が
連
用
修
飾
語
と
し
て
、

か
か
っ
て
い
く
被
修
飾
語
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
違
い
が
見
え

て
き
た
。
I
形
式
に
介
在
し
て
い
る
そ
れ
ら
副
詞
や
副
詞
相
当
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語
句
は
、
直
下
の
、
補
助
動
詞
「
す
」
を
修
飾
す
る
の
で
は
な

く
、
補
助
動
詞
「
す
」
の
被
補
助
語
と
な
っ
て
い
る
動
詞
に
か

か
っ
て
い
く
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一

方
、
J
形
式
に
介
在
し
て
い
る
、
そ
れ
ら
副
詞
や
副
詞
相
当
語

句
は
、
直
下
の
他
動
詞
と
し
て
の
形
式
動
詞
「
す
」
と
一
体
と

な
っ
て
一
概
念
を
担
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。

　

第
四
章　

�

小
稿
の
調
査
結
果
か
ら
指
摘
す
る
大
島
本
・
胡
蝶

巻
の
誤
脱
箇
所

　

一
般
的
に
は
、
本
章
は
、
小
稿
の
副
産
物
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
、
小
稿
そ
の
も
の
の
契
機
と
な
っ
て
い

る
の
が
、『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
の
動
詞
「
す
」
の
異
常
な
用

例
に
気
づ
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
、
第
一
章
に
お
い
て
既
に

触
れ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ま
一
度
、
そ
の
該
当
本

文
を
引
く
こ
と
と
す
る
。

　

○�

殿
の
中
将
は
、
す
こ
し
け
近
く
御み

す簾
の
も
と
な
ど
に
も
寄

り
て
、
御
答い
ら

へ
み
づ
か
ら
な
ど

0

0

す？る
も
、
女
は
つ
つ
ま
し

う
思
せ
ど
、
さ
る
べ
き
ほ
ど
と
人
々
も
知
り
き
こ
え
た
れ

ば
、
中
将
は
す
く
す
く
し
く
て
思
ひ
よ
ら
ず
。（
③
胡
蝶

175

）

　

右
本
文
を
動
詞
「
す
」
の
異
常
な
用
例
と
は
い
っ
た
が
、
実

は
、
そ
の
現
代
語
訳
と
の
不
一
致
が
気
に
な
っ
た
、
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
傍
線
部
の
本
文
は
、
ど

こ
を
訳
し
た
の
か
と
い
う
単
純
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

○�

殿
の
中
将
が
、
い
く
ら
か
親
し
く
し
て
い
て
、
御み

す簾
の
そ

ば
な
ど
に
も
近
づ
い
た
り
す
る
の
で
、
女
君
ご
自
身
も
応

対
申
し
上
げ
た
り
な
さ
る
に
つ
け
、
恥
ず
か
し
く
お
思
い

に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
当
然
の
姉
弟
の
間
柄
と
誰
も

が
存
じ
上
げ
て
い
る
の
だ
し
、
ま
た
中
将
も
か
た
く
る
し

く
ま
じ
め
一
方
の
お
方
と
て
色
め
か
し
い
心
な
ど
、
ま
る

で
お
持
ち
で
な
い
。

　

そ
こ
で
、
直
ち
に
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語注
⑩

』

の
該
当
箇
所
を
開
い
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
こ
も
、
同
じ
本
文

で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③注
⑪

』
の
凡
例
を
一
読
し
た
。
こ
の
巻
の

底
本
は
大
島
本
と
い
う
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
改
め
て

こ
の
目
で
受
け
と
め
、
巻
末
の
「
校
訂
付
記
」
で
は
、
そ
の
該

当
ペ
ー
ジ
に
何
も
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
下
に
、
そ
の
大

島
本
の
、
そ
の
一
文
を
引
く
│
傍
線
部
が
そ
の
一
文
／
該
当
す
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る
行
の
校
異
│
こ
と
と
す
る
。

（『
源
氏
物
語
大
成
巻
二
校
異
篇注
⑫

』七
八
八
ペ
ー
ジ
）
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青
表
紙
本
系
が
二
本
を
除
い
て
こ
の
誤
脱
を
犯
し
て
お
り
、

河
内
本
系
が
そ
こ
に
適
語
句
を
補
っ
て
く
れ
て
い
た
が
、
昭
和

末
・
平
成
の
校
訂
で
は
、
そ
こ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
と
に
か
く
、
こ
の
部
分
に
は
、
せ
め
て
注
が
欲
し
い
と
思

う
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
、
現
代
語
訳
に
「
申
し
上
げ
な
さ
る
」
が

入
っ
て
い
た
か
、
で
あ
る
。
例
え
ば
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈注
⑬

』

本
文
は
、
近
世
の
湖
月
抄
本
を
底
本
と
し
、
尾
張
徳
川
家
所
蔵

の
河
内
本
と
対
校
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
部

分
に
「（
御
い
ら
へ
自
ら
）
聞
え
給
ひ
（
な
ど
す
る
も
）」
│
『
対

校
源
氏
物
語
新
釈
巻
三
』
二
七
ペ
ー
ジ
│
が
入
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③
』
の
胡
蝶
の

現
代
語
訳
が
何
を
参
考
に
進
め
ら
れ
た
か
は
存
じ
知
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
が
、
何
か
、「
聞
こ
え
た
ま
ひ
」
を
含
む
本
文
に
拠
っ

た
か
に
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
筆
者
が
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
、
そ
の
「
聞
え
た
ま
ひ
」

を
必
要
と
す
る
と
思
う
か
に
つ
い
て
は
、ま
だ
述
べ
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
二
点
に
絞
っ
て
説
明
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。

一
つ
は
、「
御
答い
ら

へ
み
づ
か
ら
な
ど

0

0

0す
る
も
、」
の
副
詞
「
み
づ

か
ら
」
の
下
に
助
詞
「
な
ど
」
が
位
置
し
て
い
た
点
（
甲
）
で

あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、「
御
答い
ら

へ
」
に
つ
い
て
は
、
非
表
出
の

ヲ
格
に
続
け
て
他
動
詞
「
す
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
原
則
的
で

は
な
い
点
（
乙
）
で
あ
る
。

　

甲
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
の
I
形
式
・
J
形
式
で
確
認
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
副
詞
は
、
補
助
動
詞
で
あ
ろ
う
と
他
動

詞
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
す
」
の
直
上
に
位
置

す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。「
な
ど
」
の
上
に
副
詞
が
位
置
す
る

用
例
に
は
出
会
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

乙
に
つ
い
て
は
、
C
形
式
に
お
い
て
、「
御
答い
ら

へ
」
が
格
助

詞
「
を
」
と
他
動
詞
「
す
」
と
を
伴
っ
て
構
成
さ
れ
た
表
現
が

見
当
た
ら
な
い
実
態
を
報
告
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
同
趣
の

こ
と
が
D
・
ｏ
形
式
に
お
い
て
も
読
み
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
そ
の
D
形
式
の
末
尾
に
、
×
×
×
印
以
降
に
、

こ
の
問
題
に
関
係
す
る
一
用
例
を
引
い
て
、
本
章
に
お
い
て
改

め
て
取
り
上
げ
る
旨
の
予
告
を
し
て
お
い
た
。
近
い
と
こ
ろ
で

は
、
J
形
式
の
イ
24
の
「
御
答
へ
〔
ヲ0

〕
は4

絶
え
て
せ
ず
」
に

関
連
し
て
も
触
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

そ
の
「
御
答
へ
」
に
つ
い
て
は
、多
く
の
用
例
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
御
答
へ
」
が
格
助
詞
「
を
」
を
添
え
た
り
、

非
表
出
の
ヲ
格
が
想
定
で
き
る
格
関
係
に
な
っ
た
り
し
た
場
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合
、
そ
れ
に
続
く
動
作
は
、
そ
の
殆
ど
が
「
聞
こ
ゆ
」「
聞
こ

え
た
ま
ふ
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

○�
…
、よ
ろ
づ
の
こ
と
を
泣
く
泣
く
契ち
ぎ

り
の
た
ま
は
す
れ
ど
、

「
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
も4

聞
こ
え
た
ま
は
ず
、
…
。（
①
桐
壺

22
）

　

以
下
、
類
用
例
と
し
て
、「
う
ち
と
け
た
る
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕

も4

聞
こ
え
ず
。」（
①
帚
木109

）
／
さ
る
べ
き
を
り
を
り
の
御

答い
ら

へ
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
な
つ
か
し
く
聞
こ
え
つ
つ
、」（
①
夕
顔146

）

／
い
か
に
は
か
ば
か
し
き
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
聞
こ
え
さ
せ
た
ま
は

む
」
と
て
、（
①
若
紫253
）
／
あ
い
な
う
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
聞
こ

え
に
く
く
て注
⑭

、」（
①
紅
葉
賀312
）
／
御
答い
ら

へ
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕（
う

ち
）聞
こ
え
た
ま
へ
る
は
、」（
①
紅
葉
賀322
）／「
御
答い
ら

へ〔
ヲ0

〕

も4

聞
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、」（
①
紅
葉
賀335
）
／
「
は
か
な
き

御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
も4

心
安
く
聞
こ
え
ん
も
」（
②
葵30
）
／
「
御

答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
時
々
聞
こ
え
た
ま
ふ
も
、」（
②
葵44
）
／
「
夢
に

も
御
答い
ら

へ
を0

い
ま
す
こ
し
聞
こ
え
ず
な
り
ぬ
る
こ
と
」（
②
明

石230

）
／
さ
る
べ
き
ふ
し
の
御
答い
ら

へ
な
ど

0

0

〔
ヲ0

〕
浅
か
ら
ず

聞
こ
ゆ
。」
／
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
も4

聞
こ
え
（
や
り
）
た
ま
は
ず
」

（
②
薄
雲446

）
／
「
む
げ
に
絶
え
て
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
聞
こ
え
た

ま
は
ざ
ら
ん
も
」（
②
薄
雲462

）
／
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
聞
こ
ゆ
と

思
す
に
、」（
②
朝
顔495

）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
六
册
の
う

ち
の
二
册
ま
で
に
見
た
十
四
用
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
六
用

例
を
検
出
し
て
い
て
、
都
合
三
十
用
例
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
動
作
を
尊
敬
語
「
の
た
ま
ふ
」
で
表
現
す
る
「
御
答い
ら

へ
な0

ど
を
も

0

0

0

、
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
こ
と
〔
ヲ
〕
は
、
い
は
け
な
く

（
う
ち
）
の
た
ま
ひ
（
出
で
）
て
、」（
④
若
菜
上74

）
も
現
れ

る
が
、
文
脈
か
ら
も
、「
御
答い
ら

へ
な
ど
を
も

0

0

0

0

」
か
ら
は
遠
ざ
か
っ

て
い
て
、
直
前
の
「
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
る
こ
と
〔
ヲ
〕
は
」
に

引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
と
に
か
く
、「
御
答い
ら

へ
」と
、

そ
の
動
作
を
い
う
謙
譲
語
「
聞
こ
ゆ
」「
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
は
、

緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
第
二
章
の
D
形
式
の
末
尾
の
×
×
×
印
以
降
の
番

外
用
例
を
い
ま
一
度
引
い
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
部
分
で
、『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
本
文
を
引
い
て
み
る
こ

と
と
す
る
。

　

○�

源
氏
「
あ
な
う
た
て
。
こ
れ
は

4

4

4

い
と
ゆ
ゆ
し
き
わ
ざ
よ
」

と
て
、
よ
ろ
づ
に
こ
し
ら
へ
聞
え
給
へ
ど
、
誠
に
い
と
つ

ら
し
と
思
ひ
給
ひ

4

4

て
、
露
の
御
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
も0

0し
（
聞
え
）た
ま
は

ず
。（『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
巻
一
』
葵374

ペ
ー
ジ
）
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そ
の
部
分
、
河
内
本
に
は
「
露
の
御
い
ら
へ
〔
ヲ0

〕
も0

聞
え

た
ま
は
ず
。」
と
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、「
御
い
ら
へ

〔
ヲ0

〕」
と
あ
っ
た
ら
、「
し
」
で
は
な
く
、「
聞
え
」
で
表
現
す

る
の
が
、
当
代
の
原
則
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
河
内
本
本
文
の
語

法
の
確
か
さ注
⑮

に
敬
意
を
表
し
た
い
。

　

以
上
の
確
認
を
重
ね
た
結
果
と
し
て
、
胡
蝶
の
巻
の
、
そ
の

部
分
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
読
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
。

　

○�

殿
の
中
将
は
、
す
こ
し
け
近
く
御み

す簾
の
も
と
な
ど
に
も
寄

り
て
、
御
答い
ら

へ
〔
ヲ
〕
み
づ
か
ら
聞
こ
え
た
ま
ひ
な
ど

0

0

す

る
も
、
…
。（
胡
蝶
の
巻
・
策
定
本
文
）

　

右
に
既
に
図
解
し
た
よ
う
に
、「
聞
こ
え
た
ま
ひ
」
を
補
っ

た
「
聞
こ
え
た
ま
ひ
な
ど
」
は
、
補
助
語
「
す
る
も
」
の
被
補

助
語
で
あ
っ
て
、〈
ご
返
事
を
自
身
で
お
申
し
上
げ
に
な
っ
た

り
な
ど
な
さ
る
の
も
、〉
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
謙
譲
の
動
詞
「
聞
こ
ゆ
」
が
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」

を
添
え
た
「
聞
こ
え
た
ま
ふ
」
に
、
例
示
の
副
助
詞
「
な
ど
」

を
共
起
さ
せ
た
結
果
と
し
て
の
「
聞
こ
え
た
ま
ひ
な
ど

0

0

0す
」
で

あ
っ
て
、
小
稿
で
A
形
式
と
呼
ん
だ
表
現
形
式
の
表
現
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
敬
譲
の
補
助
動
詞
を
添
え
た
二
単
語
な
り
三

単
語
な
り
を
一
単
語
相
当
と
し
て
「
な
ど
」
で
共
起
さ
せ
た
用

例
は
、
前
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
」
の
第
五
章
に
関
係
各
用
例
を

引
い
て
あ
る
。
例
え
ば
、「
内
裏
の
御
宿と
の
ゐ直
所ど
こ
ろに
参
り
た
ま
ひ

4

4

4

な
ど

0

0

0す
」（
①
夕
顔183

）
／
「
お
ど
ろ
か
し
き
こ
え
た
ま
ひ

4

4

4

4

4

4

な0

ど0

0す
れ
ば
」（
②
葵75

）
な
ど
で
あ
る
。
因
み
に
、「
答い
ら

ふ
」
に

関
係
す
る
用
例
と
し
て
、「
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
答い
ら

へ
聞
こ
え

な
ど

0

0

0し
て
、」（
①
帚
木106

）
／
「
他こ
と
ご
と事
は
、
い
と
を
か
し
く

け
近
き
さ
ま
に
答い
ら

へ
き
こ
え

4

4

4

な
ど

0

0

0し
て
な
び
き
た
る
を
」（
⑥

浮
舟130

）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
で
、
大
島
本
・
胡
蝶
の
巻
の
誤
脱
部
分
の
補
訂
を
終
了

す
る
こ
と
と
す
る
。

　
〔
残
っ
た
二
枚
の
カ
ー
ド
〕

　

今
回
の
調
査
と
整
理
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
採
集
し
た

カ
ー
ド
は
、ほ
ぼ
小
稿
の
ど
こ
か
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
が
、

二
枚
だ
け
は
、
触
れ
る
機
会
を
逸
し
た
ま
ま
、
残
っ
て
し
ま
っ

た
。

　

○�
尼
君
の
答い
ら

へ
〔
ヲ0

〕
0
（
う
ち
）
す
る
声
け
は
ひ
、
宮
の
御

方
に
も
い
と
よ
く
似
た
り
と
聞
こ
ゆ
。（
⑤
宿
木493

）
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○�

…
、
か
か
る
心
の
深
く
あ
り
け
る
人
な
り
け
れ
ば
、
は
か

な
き
答い
ら

へ
を0

も4

0し
（
そ
め
）
じ
と
思
ひ
離
る
る
な
り
け
り
、

…
と
い
と
口
惜
し
う
し
て
、
…
。（
⑥
手
習341

）

　

前
者
は
、
D
・
ｏ
形
式
と
D
・
ｐ
形
式
と
の
中
間
と
で
も
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。D
ｏ
形
式
に
、「
連
体
修
飾
語
を
冠
し
た
」

を
含
め
た
ら
、そ
こ
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
。
後
者
は
、

C
・ｎ
形
式
に
属
す
る
用
例
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
前
者
に
は
、

そ
の
「
す
」
が
接
頭
語
「
う
ち
」
を
冠
し
て
「
う
ち
す
る
（
も
）、」

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
後
者
で
は
、
そ
の
「
す
」
が
、
複

合
動
詞
後
項
型
補
助
動
詞「
そ
む注
⑯

」を
添
え
て
、「
し
そ
め（
じ
）」

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
形
式
動
詞
と
い
わ
れ
る
無
概
念
の

「
す
」
が
、
接
頭
語
を
冠
し
、
複
合
動
詞
後
項
型
補
助
動
詞
を

添
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

欲
張
っ
た
題
目
に
ど
れ
ほ
ど
に
応
え
え
た
か
、
多
く
の
不
備

と
不
安
と
を
残
し
て
擱
く
こ
と
と
す
る
。

注
①
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

第
六
号
・
平
成
二
十
七
（
二
○
一
五
）
年
）。

②
拙
稿
「
補
助
動
詞
「
す
」
の
論
」（「
國
學
院
雜
誌
」
第
七
十

五
巻
第
六
号
・
昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
）。

③
拙
稿
「
居
言
雜
考
│
そ
の
造
語
経
緯
に
つ
い
て
│
」（「
國
學

院
高
等
学
校
紀
要
第
21
輯
」・
昭
和
六
十
二（
一
九
八
八
）年
）。

④
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』（
宝
文
館
・
明
治
四
十
一
（
一

九
〇
八
）
年
刊
）
の
第
一
部
第
三
章
の
五
八
二
ペ
ー
ジ
に
、

第
四
節
「
格
副
二
助
詞
の
関
係
及
副
助
詞
の
性
質
」
と
い
う

節
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
、
格
助
詞
と
副
助
詞
と
の

上
下
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
。
小
稿
の
本
章
に

お
い
て
は
、「
な
ど
」「
ば
か
り
」
が
ヲ
格
の
上
に
位
置
す
る

こ
と
に
注
目
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
で
、
同
書
の
関
係

箇
所
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た
。

⑤
筆
者
自
身
の
体
験
か
ら
い
え
ば
、『
新
明
解
古
語
辞
典
』（
三

省
堂
・
昭
和
四
十
七（
一
九
七
二
）年
）で
理
解
し
た
日
が
あ
っ

た
。

⑥
大
槻
文
彦
『
大
言
海
』（
冨
山
房
・
第
二
巻=

昭
和
八
（
一
九

三
三
）
年
）
の
自
動
詞
「
す
」
の
語
義
〈
ア
ル
。
起
ル
。
感

ゼ
ラ
レ
ル
。〉の
う
ち
の〈
感
ゼ
ラ
レ
ル
〉を
承
け
て
、筆
者
は
、

平
生
〈
感
じ
ら
れ
る
〉
と
解
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。

⑦
筆
者
自
身
が
文
字
化
さ
れ
た
注
意
事
項
と
し
て
受
け
と
め
た
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の
は
、
今
泉
忠
義
著
『
標
準
国
文
法
』（
旺
文
社
・
昭
和
二

十
九
（
一
九
五
四
）
年
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
同
書
第
三
編

第
十
二
章
助
詞
の
二
六
一
ペ
ー
ジ
に
「〔
注
意
〕「
な
ど
」
は

複
数
で
は
な
い
│
「
な
ど
」
を
複
数
を
表
す
接
尾
語
と
す
る

の
は
誤
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
○
い
に
し
へ
ゆ
く
さ
き
の

琴
ど
も
な
ど
い
ひ
て
」（
伊
勢
、
二
二
）
が
引
か
れ
て
い
た
。

誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
ほ
ど
に
微
妙
な
は
た
ら
き
あ
る
も

の
と
見
た
い
と
久
し
く
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
、
大

槻
文
彦
が
接
尾
語
と
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
な
お
、
念

の
た
め
重
ね
て
い
っ
て
お
く
と
、
こ
こ
で
は
、
格
助
詞
「
を
」

の
上
の
そ
れ
に
つ
い
て
だ
け
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

⑧
本
来
は
、
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
学
概
論
』（
宝
文
館
・
昭

和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
）
や
、
松
下
大
三
郎
『
改
撰
標
準

日
本
文
法
』（
紀
元
社
・
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
／
改
訂

版=

昭
和
五（
一
九
三
○
）年
）で
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
で
、

山
田
は
、い
わ
ゆ
る
サ
変
動
詞
「
す
（
す
る
）」
を
、松
下
は
、

作
用
の
形
式
的
意
義
だ
け
を
表
し
実
質
的
意
義
を
欠
く
も
の

と
し
て
「
旅
行
す
る
」「
教
へ
て
や
る
」「
泣
い
て
ゐ
る
」
の

類
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
す
」
に
実
質
的
概
念
が

な
く
活
用
機
能
だ
け
の
動
詞
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
術
語
を

借
用
し
た
。

⑨
中
止
法
に
よ
る
対
偶
表
現
の
う
ち
、
下
位
の
語
句
に
直
接
す

る
語
や
語
句
に
上
位
の
語
句
も
関
係
す
る
文
構
造
と
い
う
も

の
で
、こ
の
場
合
、「
好
ま
し
う
」
も
「
世
の
響
く
ば
か
り
」
も
、

と
も
に
動
詞
「
す
」
を
修
飾
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
い
っ

た
も
の
。

⑩
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』（
岩
波
書
店
・
一

九
九
四
（
平
成
六
）
年
）。

⑪
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
③
』（
小
学
館
・
一

九
九
六
（
平
成
八
）
年
）。

⑫
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
巻
二
校
異
篇
』（
中
央
公
論
社
・

昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
）。

⑬
吉
沢
義
則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』（
平
凡
社
・
昭
和
二
十

七
（
一
九
五
二
）
年
）。

⑭
こ
こ
に
想
定
さ
れ
る
格
は
、「
聞
こ
え
に
く
し
」
と
の
格
関

係
な
の
で
、
厳
密
に
は
、
現
代
語
の
ガ
格
と
な
る
で
あ
ろ
う

が
、
い
ま
、「
聞
こ
ゆ
」
と
の
格
関
係
に
限
っ
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

⑮
源
光
行
・
親
行
の
父
子
が
二
十
一
部
の
古
伝
本
を
比
較
校
量
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し
て
改
訂
本
文
と
し
て
の
河
内
本
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
作
業
は
、
単
な
る
比
較
校
量
で
は
な
く
、
一
定
の

語
法
の
素
養
を
も
っ
て
策
定
本
文
を
作
成
し
た
も
の
と
感
じ

て
い
る
。

⑯
拙
稿
「
補
助
用
言
と
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」（『
國
學

院
大
學
紀
要
』
第
三
十
二
号
・
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
）

に
お
い
て
、［
F
］
群
と
し
た
一
群
の
補
助
動
詞
で
、
併
せ

て
発
表
し
た
拙
稿
「
補
助
動
詞
各
説
」（『
國
學
院
大
學
栃
木

短
期
大
学
紀
要
』
第
二
十
八
号
・
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
）

に
お
い
て
、
そ
の
［
F
］
群
を
複
合
動
詞
後
項
型
補
助
動
詞

と
呼
ん
だ
。
独
立
動
詞
「
初
む
」
の
補
助
動
詞
化
し
た
も
の

と
し
て
、
そ
こ
に
収
録
し
て
あ
る
。




