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文
法
上
に
於
け
る
文
章
論
は
、
非
常
に
輝
か
し
い
為
事
の
様
に
見
ら
れ
て
ゐ

る
。
其
が
、
美
し
い
関
聯
を
持
つ
て
居
る
点
に
於
い
て
、
恰
、
文
法
の
哲
学

と
で
も
言
ふ
様
に
、
意
味
深
く
見
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
私
は
常
に
思
ふ
。

文
章
論
は
言
語
心
理
学
の
領
分
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
、
文
法
か
ら
解
放
せ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
法
は
結
局
、
形
式
論
に
初
つ
て
形
式
論
に
終

る
事
を
、
覚
悟
し
て
か
ゝ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
総
て
の
学
問

の
う
ち
に
、
最
実
証
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
の
文
法
に
し
て
、
而
も
精
神

分
析
に
似
た
傾
き
を
持
ち
、
そ
の
過
程
に
於
い
て
理
論
的
の
遊
戯
に
堕
す
る

も
の
が
殖
え
て
来
た
の
も
、
こ
の
文
章
論
の
態
度
が
総
て
に
及
ぶ
か
ら
だ
と

言
ふ
の
で
あ
る
。
此
処
に
か
う
し
た
平
生
の
考
へ
の
一
端
を
漏
す
の
は
、
外
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で
は
な
い
。
単
語
の
組
織
の
研
究
が
、
結
局
は
文
章
の
体
制
に
就
い
て
の
根

本
的
な
理
会
を
与
へ
る
も
の
だ
、
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

形
容
詞
の
発
生
を
追
及
し
て
行
く
事
は
、
同
時
に
、
日
本
文
章
組
織
の
或
一

面
の
成
立
を
暗
示
す
る
事
に
な
る
だ
ら
う
と
考
へ
る
の
だ
。
国
語
に
於
け
る

所
謂
、
形
容
詞
の
生
命
を
扼
す
る
も
の
は
、
そ
の
語
尾
な
る
「
し
」
で
あ
る
。

　
　
か
な
し
妹
　
　
め
ぐ
し
子

　
　
く
は
し
女メ
　
　
う
ま
し
国

　
　
か
た
し
磐ハ
　
　
ま
ぐ
は
し
児
ろ

　
　
と
ほ
／
″
＼
し
高
志
の
国

　
　
う
ら
ぐ
は
し
山
（
？
浦
妙
山
）

か
う
し
た
熟
語
の
形
は
、
後
世
ま
で
も
影
響
を
残
し
て
居
つ
て
、
日
常
語
の
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う
ち
に
も
、
擬
古
的
表
現
を
用
ゐ
る
も
の
に
は
、
時
々
現
れ
て
来
る
。
け
れ

ど
も
、
大
体
か
ら
言
へ
ば
、
我
々
の
持
つ
て
居
る
後
期
王
朝
の
用
語
例
を
基

礎
と
し
て
、
若
干
そ
の
前
後
の
時
代
の
も
の
を
包
含
し
た
文
法
に
対
し
て
は
、

や
は
り
時
代
を
別
に
劃
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
。
端
的
に
言
へ
ば
、
私
は
最

近
ま
で
、
こ
の
「
し
」
を
以
て
語﹅
根﹅
の﹅
一﹅
部﹅
分﹅
と
見
て
ゐ
た
。
即
、
今
述
べ

た
文
法
時
代
の
、
更
に
今
一
つ
前
の
時
代
に
、
語
根
体
言
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、

又
真
実
に
感
ぜ
ら
れ
て
居
つ
た
も
の
が
次
第
に
、
か
う
し
た
「
し
」
の
部
分

だ
け
を
、
そ
の
屈
折
と
見
做
す
理
会
が
嵩
じ
て
来
て
、
一
種
の
用
言
観
念
を

生
じ
て
来
た
も
の
、
と
言
ふ
考
へ
を
、
久
し
く
固
守
し
て
ゐ
た
。
唯
、
わ
が

古
文
献
は
、
先
に
述
べ
た
文
法
時
代
の
う
ち
、
第
三
期
の
材
料
は
非
常
に
多

く
残
つ
て
ゐ
る
に
繋
ら
ず
、
第
二
期
既
に
尠
く
、
第
一
期
に
至
つ
て
は
、
恰
、

5



化
石
の
散
列
か
ら
有
形
を
想
像
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
程
、
材
料
が
残

つ
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
た
間
か
ら
我
々
は
、
ま
づ
語
根
の
末
尾
に
「
し
」
或

は
「
ｓ
」
に
似
た
音
を
共
有
し
た
多
く
の
例
を
見
い
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
処
が
、
我
々
の
探
求
す
る
事
の
出
来
る
も
の
は
、
単
に
形
容
詞
の
語
尾

か
或
は
語
根
の
屈
折
し
た
も
の
か
の
判
断
に
す
ら
、
迷
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
例
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
其
で
、
私
は
こ
の
側
の
主
張
を
さ
し
控
へ
る
と

共
に
、
ど
う
し
て
さ
う
言
ふ
考
へ
方
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
、
と
言
ふ

径
路
を
示
す
事
が
、
も
つ
と
新
し
い
考
へ
を
形
容
詞
の
語
尾
の
研
究
に
与
へ

る
事
に
な
り
さ
う
に
思
ふ
。

私
は
動
詞
・
形
容
詞
に
通
じ
て
、
語
尾
発
生
の
規
則
ら
し
い
も
の
ゝ
あ
る
を

考
へ
て
ゐ
た
。
其
は
、
語
根
の
尾
音
が
子
音
で
あ
つ
て
、
そ
の
屈
折
が
母
音
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を
包
含
す
る
様
に
な
る
。
譬
へ
ば
、
動
詞
に
於
い
て
は
、
「
う
」
列
音
を
派

生
す
る
事
に
依
つ
て
、
ま
づ
終
止
形
が
出
来
る
。
さ
う
し
て
、
更
に
自
由
な

屈
折
が
、
所
謂
総
て
の
活
段
を
意
識
せ
し
め
る
ま
で
に
く
り
返
さ
れ
た
も
の

と
見
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
此
は
、
尠
く
と
も
動
詞
に
於
い
て
は
真
理
で
あ
る
。

今
に
お
き
、
こ
の
考
へ
を
私
は
変
へ
る
必
要
を
認
め
て
ゐ
な
い
。
だ
が
、
其

と
共
に
私
は
、
形
容
詞
の
成
立
に
も
、
同
じ
原
因
の
あ
る
も
の
、
と
考
へ
た

の
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
そ
の
為
に
は
、
幾
歩
を
譲
る
と
し
て
も
、
形
容
詞
語

尾
「
し
」
を
意
識
す
る
為
に
は
、
或
種
の
事
情
を
共
通
し
た
「
ｓ
」
音
で
終

る
語
根
の
あ
つ
た
そ
の
理
由
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
其
と
共
に
、
動

詞
の
場
合
に
稀
に
「
ｉ
」
音
で
屈
折
す
る
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
多
く
は

「
ｕ
」
音
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
形
容
詞
に
於
い
て
は
「
ｉ
」
音
で
あ
る
訣
と
、
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「
ｉ
」
音
が
ど
う
し
て
附
着
し
て
来
た
か
の
説
明
が
い
る
訣
で
あ
る
。
処
が

我
々
に
は
、
ま
だ
理
会
せ
ら
れ
な
い
所
の
或
法
則
的
に
用
ゐ
ら
れ
る
「
し
」

が
あ
る
。

　
　
イ
、
と
こ
し
へ
　
　
か
た
し
へ

　
　
　
　
い
に
し
へ

　
　
ロ
、
い
ま
し
（
く
）
　
け
た
し
（
く
）

　
　
　
　
し
ま
し
（
く
）

　
　
ハ
、
や
す
み
し
ゝ
　
　
い
よ
し
た
ゝ
し
ゝ

　
　
　
　
あ
そ
ば
し
ゝ

此
等
の
「
し
」
に
就
い
て
、
或
も
の
は
所
謂
接
尾
語
、
或
は
緊
張
辞
、
と
言

ふ
風
に
説
明
し
て
行
け
る
で
あ
ら
う
。
併
し
な
が
ら
其
は
、
文
法
的
の
分
類
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で
な
く
て
、
修
辞
的
の
区
劃
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
（
ロ
）
の
例
は
、
我
々
の

持
つ
て
ゐ
る
形
容
詞
語
尾
の
感
覚
に
近
い
も
の
で
あ
つ
て
、
活
用
完
成
の
径

路
に
は
、
必
経
て
ゐ
る
姿
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。
（
イ
）
は
、
文
法
的
語
感

の
持
ち
方
に
依
つ
て
違
ふ
所
も
あ
ら
う
が
、
大
体
に
於
い
て
、
領
格
「
つ
」

を
以
て
代
入
出
来
さ
う
に
、
現
代
の
感
じ
で
は
思
は
れ
る
。
即
、
い
に
し
へ

の
し
は
、
単
純
に
過
去
の
助
動
詞
と
採
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
が
、

其
を
拒
む
理
由
も
ま
だ
立
た
な
い
。
か
た
し
へ
の
方
に
な
る
と
、
か
た
し
だ

け
で
ほ
ゞ
熟
語
で
あ
り
、
体
言
の
感
覚
が
持
た
れ
て
居
つ
た
痕
跡
は
あ
る
。

と
こ
し
へ
な
ど
は
、
と
こ
つ
へ
と
言
ふ
形
を
仮
想
し
て
見
る
と
、
と
こ
と
は

な
る
詞
の
形
が
訣
り
さ
う
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
こ
の
一
群
に
於
い
て
は
、

の
・
が
・
つ
に
近
づ
い
て
ゐ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
ハ
）
の
例
に
於
い
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て
は
、
総
て
単
語
に
着
く
と
言
ふ
よ
り
も
、
句
に
続
く
と
言
う
た
感
じ
を
持

た
せ
る
が
、
結
局
は
そ
の
詞
自
身
が
長
く
、
そ
の
上
に
、
詞
に
屈
折
の
多
い

為
に
、
さ
う
感
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
い
よ
し
た
ゝ
し
ゝ
…
…
弓

　
　
や
す
み
し
ゝ
…
…
お
ほ
き
み

　
　
あ
そ
ば
し
ゝ
…
…
し
ゝ
（
？
）

つ
ま
り
は
、
音
脚
の
制
限
を
受
け
た
律
文
の
中
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
熟
語
と
し

て
の
感
覚
が
乏
し
い
の
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
へ
ば
、

　
　
な
ぐ
は
し
（
名
細
）
　
よ
し
ぬ
の
や
ま
は
、
…
…
く
も
ゐ
に
ぞ
、
と
ほ

　
　
く
あ
り
け
る
（
万
葉
巻
一
）

を
例
に
と
つ
て
見
る
。
か
う
言
ふ
場
合
、
枕
詞
の
格
と
し
て
、
我
々
は
常
に
、
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其
連
続
に
つ
い
て
問
題
と
し
て
は
ゐ
な
い
。
な﹅
ぐ﹅
は﹅
し﹅
野
と
謂
つ
た
様
に
適

確
に
名
細
し
と
言
ふ
の
で
な
く
、
唯
漠
然
と
名
の
感
じ
が
よ
い
と
言
ふ
位
に

転
じ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
単
な
る
地
名
の
ほ﹅
め﹅
詞
な
の
で
あ
る
。
此
と
「
名  

ナ
グ
ハ

細 

寸 

シ
キ

　
い
な
み
の
海
の
お
き
つ
浪
」
（
巻
三
）
と
言
ふ
の
と
、
ど
れ
程
の

差
違
が
あ
ら
う
。

こ
の
三
つ
を
並
べ
て
見
る
と
、
古
格
と
古
格
を
辛
う
じ
て
守
つ
て
ゐ
る
も
の

と
、
新
し
い
感
覚
に
従
う
て
文
法
を
整
頓
し
た
も
の
と
の
間
に
、
自
然
に
通

じ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
最
進
ん
だ
枕
詞
論
者
は
、
語
句
の
固
定
に
よ
つ
て
、

枕
詞
と
し
て
の
感
覚
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
言
ふ
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
真

実
、
「
な
ぐ
は
し
　
よ
し
ぬ
」
と
「
な
ぐ
は
し
き
　
い
な
み
の
う
み
」
と
の

間
に
時
代
的
発
想
の
新
旧
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
唯
、
前
者
で
は

11



よ﹅
し﹅
ぬ﹅
と
の
関
係
の
深
さ
は
見
え
る
が
、
後
者
は
「
の
海
」
ま
で
、
な
ぐ
は

し
き
の
効
果
の
及
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

枕
詞
と
言
は
れ
、
又
さ
う
扱
は
れ
て
ゐ
な
い
も
の
ゝ
中
で
も
、
特
別
な
も
の

を
除
け
ば
、
実
は
分
類
の
不
正
確
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
、
前

に
あ
げ
た
「
や
す
み
し
ゝ
」
が
枕
詞
で
あ
つ
て
、
自
余
の
物
が
さ
う
で
な
い

な
ど
言
ふ
の
は
、
唯
の
習
慣
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
更
に
此
癖
は
、
熟
語
か

ど
う
か
と
言
ふ
感
じ
を
さ
へ
も
、
鈍
ら
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

今
一
度
方
面
を
か
へ
て
（
ハ
）
の
例
に
つ
い
て
物
を
言
ふ
な
ら
、
「
や
す
み

し
ゝ
」
な
ど
の
上
の
「
し
」
は
敬
語
の
助
動
詞
に
属
す
べ
き
も
の
だ
。
こ
ゝ

に
も
問
題
が
あ
る
の
で
、
「
…
…
さ﹅
す﹅
」
・
「
…
…
し﹅
す﹅
」
な
ど
概
括
し
て

古
代
風
に
感
じ
ら
れ
る
敬
語
法
で
は
、
上
が
唯
す﹅
る﹅
と
言
ふ
動
詞
で
名
詞
に
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つ
い
た
も
の
、
下
が
敬
語
的
屈
折
を
作
る
も
の
と
言
ふ
風
に
理
会
せ
ら
れ
る
。

昨
非
今
是
ま
こ
と
に
面
目
な
い
が
、
単
に
朝
令
暮
改
と
笑
殺
さ
れ
て
も
さ
し

支
へ
な
い
。
私
は
、
今
敢
へ
て
上
の
「
し
」
を
敬
相
、
下
の
「
し
」
を
、
尚

多
く
の
隈
を
含
め
な
が
ら
、
熟﹅
語﹅
を﹅
構﹅
成﹅
す﹅
る﹅
一﹅
つ﹅
の﹅
形﹅
式﹅
的﹅
要﹅
素﹅
と
見
よ

う
と
考
へ
て
ゐ
る
。

枕
詞
と
言
う
て
も
、
い
ろ
〳
〵
あ
る
が
大
体
に
、
枕
詞
と
感
じ
る
だ
け
の
約

束
が
な
い
で
も
な
い
。
あ
る
一
つ
の
約
束
は
、
一
つ
の
固
定
し
た
格
を
作
つ

て
、
外
の
語
と
紛
れ
ぬ
様
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
。
こ
ゝ
に
は
其
に
つ
い
て
、

一
々
述
べ
な
い
が
、
こ
の
場
合
の
問
題
の
「
を
」
な
ど
も
其
だ
。
「
け
ご
ろ

も
を
…
…
は﹅
る﹅
冬
」
「
み
は
か
し
を
…
…
つ
る
ぎ
…
…
」
「
み
こ
ゝ
ろ
を
…

…
よ
し
ぬ
」
（
イ
）
の
如
き
、
近
代
の
人
の
文
法
的
調
節
に
よ
つ
て
感
じ
る
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所
の
、
御
心
よ
…
…
み
佩
刀
よ
…
…
褻
衣
よ
…
…
な
ど
言
ふ
形
は
、
確
か
に

万
葉
時
代
に
も
其
通
り
考
へ
て
ゐ
た
時
期
は
あ
つ
た
ら
し
く
、
其
と
共
に
、

既
に
此
「
を
」
を
以
て
目
的
格
の
助
辞
と
見
る
に
傾
い
た
ら
し
い
例
は
、
ぼ

つ
〳
〵
あ
る
。
「
わ
ぎ
も
こ
を
…
…
い
ざ
み
の
山
（
は
や
み
浜
…
…
）
」

「
い
も
が
て
を
…
…
と
ろ
し
の
池
」
「
た
ち
ば
な
を
…
…
も
り
べ
の
さ
と
」

（
ロ
）
な
ど
は
、
弁
疏
の
余
地
は
、
多
少
あ
る
と
は
言
へ
、
意
識
が
移
つ
て

ゐ
る
と
見
る
の
が
、
本
道
ら
し
い
。
（
イ
）
と
同
じ
傾
向
で
、
其
成
立
し
た

時
代
の
、
更
に
古
く
と
も
新
し
く
な
い
「
う
ま
ざ
け
を
…
…
み
わ
」
が
「
う

ま
ざ
け
の
…
…
み
わ
」
、
　
　
殊
に
こ
の
例
で
は
、
う
ま
ざ
け
・
う
ま
ざ
け

を
・
う
ま
ざ
け
の
と
言
ふ
三
階
段
を
併
せ
持
つ
て
ゐ
る
。
　
　
と
言
ふ
形
が

あ
り
、
「
は
る
び
を
…
…
か
す
が
」
に
対
し
て
、
日
本
紀
で
は
、
「
は
る
び
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の
…
…
か
す
が
」
の
形
が
存
し
て
ゐ
る
。
「
を
と
め
ら
を
…
…
袖
ふ
る
山
」

は
、
又
同
じ
く
万
葉
に
「
を
と
め
ら
が
…
…
袖
ふ
る
山
」
と
な
つ
て
ゐ
る
。

か
う
し
て
見
る
と
、
枕
詞
の
格
と
言
ふ
べ
き
も
の
は
、
固
定
を
保
つ
て
ゐ
る

も
の
で
は
な
か
つ
た
。
「
を
」
が
所
謂
後
世
式
の
感
動
の
て﹅
に﹅
は﹅
ら
し
い
職

分
は
、
畢
竟
や
は
り
後
人
の
感
覚
で
、
熟
語
化
す
る
為
の
辞
と
言
は
な
い
ま

で
も
、
其
以
外
の
方
面
に
導
く
為
の
語
で
は
な
か
つ
た
訣
で
あ
る
。
其
が
、

新
し
い
意
識
を
派
生
し
て
、
目
的
格
の
様
な
形
に
考
へ
、
其
に
該
当
す
る
叙

述
語
ら
し
い
も
の
で
、
枕
詞
の
職
能
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
様
に
も
な
つ

た
。
が
、
此
は
、
「
を
」
と
言
ふ
て﹅
に﹅
は﹅
全
体
に
行
き
亘
つ
た
要
求
で
、
感

動
か
ら
目
的
に
出
て
行
か
う
と
す
る
の
が
、
万
葉
に
見
え
る
用
語
例
の
過
渡

期
で
あ
る
。
一
方
考
へ
れ
ば
、
こ
の
「
を
」
は
、
だ
か
ら
、
感
動
の
て﹅
に﹅
は﹅
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で
も
な
い
。
唯﹅
あ﹅
る﹅
固﹅
定﹅
を﹅
保﹅
つ﹅
こ﹅
と﹅
に﹅
よ﹅
つ﹅
て﹅
、
其
に
続
行
し
て
来
る
部

分
の
、
修
飾
語
の
様
な
形
を
と
ら
う
、
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
即
、

「
の
」
と
代
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
以
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
体
言
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
又
句
を
跨
げ
る
と
言
ふ
修
辞
上
の

簡
単
な
る
制
約
に
よ
つ
て
、
熟
語
を
作
る
筈
の
二
語
の
間
の
性
能
は
、
隔
離

せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

処
が
、
か
う
し
た
語
の
形
に
わ
り
こ
ん
で
来
る
言
語
情
調
が
、
之
を
説
明
し

て
、
囃
し
詞
式
の
意
識
を
持
た
せ
る
。
此
は
単
に
根
拠
の
な
い
併
し
、
又
同

時
に
新
し
い
文
法
を
形
づ
く
る
と
こ
ろ
の
気
分
で
あ
つ
て
、
蔑
に
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
こ
の
場
合
大
き
な
惑
ひ
を
惹
き
起
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
注

意
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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又
か
う
し
た
説
明
か
ら
は
、
こ
の
「
を
」
が
、
当
然
あ
つ
て
も
な
く
て
も
、

文
法
組
織
に
動
揺
が
な
い
様
に
思
は
れ
て
来
る
。
も
つ
と
端
的
に
言
へ
ば
、

「
う
ま
ざ
け
…
…
み
わ
」
と
言
つ
て
す
ん
で
ゐ
た
。
其
に
声
楽
的
の
要
素
が

わ
り
込
ん
で
来
た
も
の
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
此
は
、
勿
論
忽
に
出
来
な

い
こ
と
な
の
で
、
此
ま
で
、
文
法
家
が
、
其
引
用
の
大
部
分
に
律
文
及
び
そ

の
系
統
の
文
を
引
い
て
ゐ
乍
ら
、
此
文
法
を
規
定
し
て
ゐ
る
大
勢
力
を
無
視

し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
反
省
す
べ
き
所
だ
。
実
際
に
お
い
て
感
動
と
も
、
囃
し

詞
と
も
い
ふ
べ
き
地
位
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
今
す
こ
し
言
ひ
か
へ
て
見

る
必
要
が
あ
る
。

　
　
あ
な
に
や
し
　
　
よ
し
ゑ
や
し

　
　
あ
を
に
よ
し
　
　
や
ほ
に
よ
し
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な
ど
を
省
る
と
、
こ
れ
を
我
々
の
頭
で
、
単
純
化
し
て
見
る
と
、
「
あ
な
に
」

「
よ
し
ゑ
」
「
あ
を
に
」
「
や
ほ
に
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
な
ど
は
、
此
古

典
的
な
語
の
性
質
上
、
其
か
ら
其
用
例
の
習
慣
か
ら
、
声
楽
上
の
約
束
を
考

慮
に
置
か
ぬ
訣
に
は
い
か
な
い
。
さ
う
し
て
、
之
を
分
解
し
て
還
元
す
る
と
、

　
　
あ
な
に
　
　
よ
し
ゑ

　
　
あ
を
に
　
　
や
ほ
に

で
あ
る
。
第
一
行
と
第
二
行
と
で
は
、
大
分
部
類
の
違
ふ
様
だ
が
、
形
式
問

題
か
ら
は
一
つ
に
言
へ
る
。
仮
り
に
「
や
し
」
・
「
よ
し
」
を
囃
し
詞
の
や

う
に
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
而
も
こ
の
「
や
し
」
「
よ
し
」
の
間
に
長
い
歴

史
が
あ
り
、
其
だ
け
に
又
、
用
語
例
の
上
に
展
開
と
、
誤
解
を
包
ん
だ
ま
ゝ

の
変
化
が
あ
る
の
は
勿
論
だ
。
「
あ
な
に
や
し
」
「
よ
し
ゑ
や
し
」
で
は
、
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時
代
に
開
き
は
あ
る
が
、
用
語
例
は
古
風
を
伝
承
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ

る
。
「
あ
を
に
よ
し
」
も
大
体
、
「
や
ほ
に
よ
し
」
の
用
語
例
か
ら
さ
の
み

分
化
し
て
ゐ
る
と
も
見
ら
れ
な
い
が
、
其
で
も
尚
、
「
玉
藻
よ
し
」
「
麻
裳

（
？
）
よ
し
」
「
あ
り
ね
よ
し
（
？
）
」
な
ど
の
よ﹅
し﹅
と
共
通
に
、
意
義
が

新
し
い
理
会
に
よ
つ
て
、
移
ら
う
と
す
る
部
分
の
見
え
る
事
は
確
か
だ
。
我

々
は
先
輩
以
来
「
よ
し
」
や
「
や
し
」
の
性
能
を
少
し
局
限
し
て
考
へ
慣
ら

さ
れ
て
ゐ
る
。
だ
が
ま
づ
、
か
う
言
ふ
例
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
お
ふ
を
よ
し
　
し
び
つ
く
あ
ま
（
記
）

　
　
た
れ
や
し
　
　
ひ
と
も
…
…
（
紀
）

大
魚
オ
フ
ヲ
（
？
）
な
る
鮪
或
は
、
誰
な
る
人
（
即
誰
人
）
と
言
ふ
風
に
今
の
語
に

飜ウツ
し
て
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
も
つ
と
簡
単
に
、
大
魚
鮪
・
誰
人
と
言
う
て
、
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尚
よ
い
と
こ
ろ
だ
。
同
時
に
、
「
よ
し
」
「
や
し
」
が
な
く
と
も
、
意
味
の

通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
即
、
熟
語
過
程
を
示
す
語
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

扨
一
例
「
よ
し
ゑ
や
し
」
を
と
つ
て
考
へ
て
見
る
。
之
を
「
よ
し
ゑ
」
と
言

つ
て
も
、
声
音
の
上
で
関
係
の
深
い
形
に
直
し
て
「
よ
し
や
」
と
言
つ
て
も
、

大
体
に
お
い
て
、
形
式
と
内
容
上
に
違
ひ
が
な
い
。
或
は
「
よ
し
」
と
言
つ

て
も
同
じ
こ
と
ゝ
謂
は
れ
る
。
さ
う
し
て
此
等
は
、
一
々
挙
げ
る
ま
で
も
な

く
、
例
証
の
豊
富
な
語
で
あ
る
。
結
局
語
そ
の
物
ば
か
り
に
就
い
て
言
へ
ば
、

語
根
よ
し
と
言
ふ
形
に
復
し
て
、
用
ゐ
ら
れ
る
訣
な
の
だ
。

　
　
は
し
け
や
し
　
　
（
は
し
け
よ
し
〈
紀
〉
）

　
　
は
し
き
や
し
　
　
（
は
し
き
よ
し
〈
万
葉
〉
）

か
う
言
ふ
例
に
な
る
と
、
大
体
に
お
い
て
、
「
け
」
と
言
ふ
音
の
過
程
を
含
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ん
だ
方
が
古
く
て
、
「
き
」
と
言
ふ
音
に
直
つ
て
ゐ
る
方
が
新
し
い
意
識
を

持
つ
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
此
と
て
も
、
古
い
語
形
と
新
し
く
調
節

せ
ら
れ
た
も
の
と
が
並
用
せ
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
は
し
け
」
或

は
「
は
し
き
」
と
謂
つ
た
連
体
感
覚
を
含
ん
だ
語
に
、
「
や
し
」
「
よ
し
」

が
つ
い
た
の
で
、
語
根
に
其
が
つ
い
た
時
代
か
ら
見
る
と
、
稍
新
し
い
と
見

ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
と
て
も
、
枕
詞
の
一
つ
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
だ

が
、
其
か
ゝ
る
所
は
、
妹
・
君
な
ど
か
ら
延
長
し
て
、
家
・
国
・
里
な
ど
に

も
か
ゝ
り
、
更
に
幾
句
か
を
隔
て
ゝ
も
か
ゝ
る
様
に
な
つ
た
。
其
上
、
鍾
愛

・
未
練
・
執
着
の
心
持
ち
を
こ
め
て
言
ふ
時
の
一
種
の
独
立
語
の
様
な
用
途

を
さ
へ
開
い
て
来
た
。
併
し
乍
ら
其
は
、
内
容
の
上
の
問
題
で
、
形
式
か
ら

言
ふ
と
元
来
、
「
は
し
き
…
…
妹
・
君
・
家
」
な
ど
言
ふ
接
続
ぐ
あ
ひ
の
は
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つ
き
り
訣
つ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
た
と
へ
ば
、
「
は
し
き
妹
」
「
は
し

き
其
君
」
と
で
も
、
言
へ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尤
、
「
其
」
と
言
ふ
語
は
、

便
宜
上
挿
入
し
た
ゞ
け
で
、
決
し
て
、
「
し
」
な
ど
に
「
其ソノ
」
の
義
が
あ
る

と
は
考
へ
て
は
ゐ
な
い
の
だ
。

か
う
し
て
考
へ
て
来
る
と
、
我
々
の
所
謂
連
体
形
な
る
も
の
は
、
存
外
文
法

的
に
有
機
的
な
も
の
で
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
単
綴
語
に
お
け
る
、
接
近

し
た
二
つ
の
語
と
お
な
じ
関
係
に
似
た
も
の
が
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

に
も
繋
ら
ず
、
か
う
し
た
明
ら
か
な
、
屈
折
以
上
の
連
結
の
あ
る
も
の
が
あ

る
。

「
石
見
の
や
…
…
高
角
山
」
「
み
な
と
の
や
…
…
芦
が
中
な
る
」
「
淡
海
の

や
…
…
鏡
の
山
」
に
於
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
言
へ
る
。
此
「
や
」
は
声
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楽
上
の
気
分
に
は
、
内
容
が
あ
つ
て
も
、
論
理
的
の
意
義
は
な
い
。
又
更
に
、

「
伊
加
奈
留
夜
人
に
い
ま
せ
か
（
仏
足
石
歌
）
」
「
如
何
有
哉

イ
カ
ナ
ル
ヤ

人
の
子
ゆ
ゑ

ぞ
（
万
葉
巻
十
三
）
」
「
天
な
る
や
弟
た
な
ば
た
」
の
場
合
も
、
疑
ひ
も
な

く
、
「
や
」
は
文
法
上
の
職
能
を
示
し
て
居
な
い
。
所
謂
感
動
の
「
や
」
或

は
「
棄
て
や
」
と
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
一
種
の
囃
し
詞
と
見
ら
れ
る

理
由
も
あ
る
程
、
詞
の
意
味
を
持
つ
て
ゐ
な
い
様
に
思
は
れ
る
。
殊
に
、
俳

諧
の
切
れ
字
と
し
て
見
る
時
は
、
明
ら
か
に
、
此
辞
に
よ
つ
て
、
意
義
が
中

断
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
一
種
の
情
調
を
湛
へ
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
だ
が
、
此

も
唯
、
習
慣
の
推
移
か
ら
来
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
知
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
類
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○
た
か
し
る
や
…
…
天
の
み
か
げ
　
　
あ
め
し
る
や
…
…
日
の
み
か
げ

　
　
○
あ
ま
と
ぶ
や
…
…
軽カル
路
ノ
ミ
チ…
…
領
巾
片
敷

ヒ
レ
カ
タ
シ

き
…
…
鳥

　
　
○
あ
ま
て
る
や
…
…
日ヒ
の
け
に
（
あ
ま
て
る
…
…
月
）

　
　
○
お
し
て
る
や
…
…
な
に
は
（
お
し
て
る
…
…
な
に
は
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
類

　
　
○
を
と
め
の
寝ナ
（
鳴
）
す
や
板
戸

　
　
○
ゆ
ふ
づ
く
ひ
指
也
サ
ス
ヤ
河
辺

　
　
○
さ
を
し
か
の
布フ
須ス
也ヤ
く
さ
む
ら

　
　
○
さ
ぬ
や
ま
に
宇
都
也
斧
音

ウ
ツ
ヤ
ヲ
ノ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
類

　
　
○
か
し
こ
き
や
（
恐
也
み
墓
仕
ふ
る
。
…
…
可
之
古
伎
夜
み
こ
と
か
ゞ

24形容詞の論



　
　
ふ
り
。
…
…
惶
八
神
の
渡
り
）

　
　
○
う
れ
た
き
や
（
宇
礼
多
伎
也
し
こ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
。
…
…
慨
哉
し
こ
ほ

　
　
と
ゝ
ぎ
す
）

大
体
こ
の
様
に
三
部
類
に
亘
つ
た
「
や
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
今
一
応
、
お

な
じ
こ
と
を
く
り
返
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。
第
一
類
は
、
万
葉
当
時
既
に
枕

詞
と
し
て
の
意
識
は
持
た
れ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
が
、
尚
単
な
る
用
言
の
連

体
形
の
様
な
感
じ
が
あ
る
。
其
に
つ
い
て
、
「
や
」
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
様
式
上
の
連
体
状
態
を
中
断
し
、
而
も
内
容
に
お
い
て
、
連
体
性
能

に
何
の
変
化
も
な
か
ら
し
め
て
ゐ
る
。
と
同
時
に
、
音
律
感
覚
の
推
移
か
ら

来
る
不
足
感
を
十
分
補
は
し
め
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
か
う
言
ふ
自
然
の
方
法

が
、
新
し
い
連
体
職
能
を
構
成
す
る
と
共
に
、
枕
詞
と
し
て
独
立
し
た
格
の
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感
じ
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。

第
二
類
に
な
る
と
、
句
が
修
飾
部
の
様
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
「
や
」
の
職

能
は
、
更
に
発
達
し
、
文
法
的
機
能
が
漲
つ
て
来
た
様
子
が
見
え
る
の
だ
。

と
こ
ろ
が
第
三
類
に
は
、
右
に
言
つ
た
用
語
例
の
外
に
、
特
殊
な
も
の
ゝ
加

つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
。

　
　
Ａ
○
や
す
み
し
ゝ
我ワゴ
お
ほ
き
み
の
　  

恐    

也  

カ
シ
コ
キ
ヤ

み
は
か
つ
か
ふ
る
山
科

　
　
　
　
の
鏡
の
山
に
…
…
（
万
葉
巻
二
）

　
　
　
○
可
之
故
伎
也
天
の
み
か
ど
を
か
け
つ
れ
ば
、
哭ネ
の
み
し
泣
か
ゆ
。

　
　
　
　
朝
宵
に
し
て
（
同
巻
二
十
）

　
　
　
○
可
之
古
伎
夜
み
こ
と
か
ゞ
ふ
り
、
明
日
ゆ
り
や
、
か
え
が
い
む
た

　
　
　
　
ね
を
　
い
む
な
し
に
し
て
（
同
）
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Ｂ
○
…
…
海
路
に
出
で
ゝ
、
惶
八
神
の
渡
り
は
、
吹
く
風
も
の
ど
に
は

　
　
　
　
吹
か
ず
、
立
つ
浪
も
お
ほ
に
は
立
た
ず
、
頻シキ
波
の
立
ち
障サ
ふ
道
を

　
　
　
　
…
…
（
同
巻
十
三
）

　
　
　
○
…
…
海
路
に
出
で
ゝ
、
吹
く
風
も
母
穂
に
は
吹
か
ず
、
立
つ
浪
も

　
　
　
　
の
ど
に
は
立
た
ず
恐
耶
神
の
渡
り
の
頻シキ
浪
の
よ
す
る
浜
べ
に
、
高

　
　
　
　
山
を
へ
だ
て
に
置
き
て
…
…
（
同
）

又
、
Ａ
○
う
れ
た
き
や
し
こ
ほ
と
ゝ
ぎ
す
。
今
こ
そ
は
、
声
の 

干  

蟹 

ヒ
ル
カ
ニ

、
来

　
　
　
　
鳴
き
と
よ
ま
め
（
同
巻
十
）

　
　
Ｂ
○
…
…
こ
ゝ
だ
く
も
我
が
守モ
る
も
の
を
。
う
れ
た
き
や
し
こ
ほ
と
ゝ

　
　
　
　
ぎ
す
…
…
追
へ
ど
〳
〵
尚
し
来
鳴
き
て
、
徒
ら
に
土
に
散
ら
せ
ば

　
　
　
　
…
…
（
同
巻
八
）
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尠
く
と
も
、
Ａ
に
属
す
る
も
の
は
、
明
ら
か
に
「
か
し
こ
き
…
…
」
・
「
う

れ
た
き
…
…
」
と
言
ふ
風
に
、
熟
語
の
形
を
採
つ
て
ゐ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

其
に
対
し
て
、
Ｂ
の
も
の
は
、
さ
う
し
た
単
語
を
修
飾
す
る
と
い
ふ
よ
り
も
、

そ
の
効
果
が
、
他
に
も
及
ん
で
ゐ
る
様
に
見
え
る
。
即
、
「
か
し
こ
き
か
も
」

・
「
う
れ
た
き
か
も
」
に
近
づ
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
事
か
ら
更

に
飜
つ
て
見
る
と
、
「
は
し
き
や
し
」
に
関
す
る
数
多
の
用
例
が
、
元
は
、

熟
語
を
作
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
が
、
次
第
に
、
間
隔
を
置
い
て
対
象

語
に
か
ゝ
る
様
に
な
り
、
更
に
文
章
全
体
に
効
果
の
及
ぶ
や
う
に
な
つ
た
訣

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
ａ
　
伴
之
伎
（
？
）
与
之
　
か
く
の
み
か
ら
に
、
慕
ひ
来
し
妹
が
心
の
、

　
　
　
　
す
べ
も
す
べ
な
さ
（
万
葉
巻
五
）
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ｂ
　
波
之
寸
八
師
　
然
る
恋
に
も
あ
り
し
か
も
。
君
に
お
く
れ
て
恋
し

　
　
　
　
き
、
思
へ
ば
（
同
巻
十
二
）

　
　
ｃ
　
…
…
里
見
れ
ば
、
家
も
あ
れ
た
り
。
波
之
異
耶
之
　
か
く
あ
り
け

　
　
　
　
る
か
。
み
も
ろ
つ
く
か
せ
山
の
際
に
咲
く
花
の
…
…
（
同
巻
六
）

　
　
ｄ
　
早
敷
哉
　
誰タ
が
障サ
ふ
れ
か
も
、
た
ま
ぼ
こ
の
　
道
見
忘
れ
て
、
君

　
　
　
　
が
来
ま
さ
ぬ
（
は
し
き
か
も
と
も
訓
む
べ
き
か
も
知
れ
ぬ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
巻
十
一
）

　
　
ｅ
　
級
子
（
寸
？
）
八
師
　
吹
か
ぬ
風
ゆ
ゑ
、
た
ま
く
し
げ
　
ひ
ら
き

　
　
　
　
て
さ
ね
し
我
ぞ
悔
し
き
（
同
）

此
等
の
例
は
、
す
べ
て
、
連
体
に
似
た
形
を
示
し
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

句
を
隔
て
ゝ
も
修
飾
し
て
ゐ
る
と
は
言
ひ
に
く
い
様
だ
。
ａ
は
ま
だ
し
も
、
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妹
が
心
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
と
言
へ
ば
言
へ
る
が
、
其
と
て
、
全
体
に
対
し
て

の
叙
述
だ
と
言
ふ
方
が
適
切
だ
。
ｂ
ｄ
に
於
い
て
は
、
殊
に
さ
う
し
た
様
子

が
よ
く
見
え
る
。
ｃ
ｅ
に
な
る
と
、
完
全
に
離
れ
き
つ
て
了
う
て
、
唯
は
し

き
や
し
と
言
ふ
語
の
習
慣
が
、
気
分
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
風
に
見
え
る
。

結
局
か
う
言
ふ
こ
と
の
起
る
の
は
、
言
語
に
対
す
る
人
間
の
合
理
性
に
よ
る

の
で
あ
る
。
古
い
文
法
が
固
定
し
、
次
第
に
正
確
な
理
会
を
失
う
て
来
る
。

而
も
其
形
式
を
襲
う
て
行
く
こ
と
は
止
め
な
い
。
さ
う
す
る
と
、
唯
、
確
か

な
も
の
は
、
人
々
が
受
け
る
時
代
的
情
調
で
あ
る
。
こ
れ
を
分
解
し
な
が
ら
、

新
し
い
文
法
意
識
を
組
み
立
て
ゝ
行
く
。
さ
う
す
る
と
、
第
一
義
と
は
非
常

に
離
れ
た
も
の
に
な
る
筈
で
あ
る
。
殊
に
、
文
学
作
品
の
上
の
用
語
と
し
て

使
は
れ
た
場
合
は
、
言
語
選
択
機
能
が
働
く
だ
け
に
、
一
層
甚
し
い
。
は
し
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け
や
し
（
は
し
け
よ
し
・
は
し
き
や
し
・
は
し
き
よ
し
）
の
場
合
な
ど
は
、

最
遅
く
ま
で
、
其
俤
を
留
め
た
一
例
で
、
一
方
多
く
の
「
や
し
」
は
、
殆
決

定
的
に
、
「
よ
し
」
に
変
化
し
て
、
単
な
る
地
名
を
想
起
せ
し
め
る
、
所
謂

枕
詞
の
格
の
助
辞
の
様
な
形
に
、
統
一
せ
ら
れ
て
来
て
ゐ
た
の
に
、
此
だ
け

は
尚
、
あ
る
理
由
の
下
に
残
つ
て
ゐ
て
、
古
い
気
分
を
保
留
し
乍
ら
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
た
。
我
々
は
こ
ゝ
に
熟
語
を
作
る
語
の
語
尾
が
、
其
接
す
べ
き
語
か

ら
自
由
に
な
つ
て
、
而
も
其
文
章
な
り
句
な
り
に
、
勢
力
を
及
し
、
表
現
性

能
を
拡
げ
て
来
る
径
路
を
明
ら
か
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
其
が
同

時
に
、
用
言
式
に
言
へ
ば
、
連
体
性
の
も
の
を
、
終
止
形
風
に
独
立
せ
し
め

る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○
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「
は
し
き
や
し
」
は
、
か
う
し
た
一
類
の
中
、
最
特
殊
な
用
語
例
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
尚
先
に
あ
げ
た
、
「
あ
な
に
や
し
」
「
よ
し
ゑ
や
し
」
を

見
る
と
、
似
た
処
を
見
出
す
。
「
よ
し
ゑ
や
し
」
の
「
よ
し
ゑ
」
は
、
「
よ

し
」
と
「
ゑ
」
と
が
分
割
出
来
る
も
の
に
相
違
な
い
。
形
容
詞
・
動
詞
の
語

尾
に
つ
く
所
謂
感
動
の
語
尾
の
「
ゑ
」
で
あ
る
。
今
日
の
理
会
を
以
て
す
れ

ば
、
「
よ
」
と
音
韵
の
上
で
通
じ
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
か
ら
、

或
は
「
よ
し
ゑ
や
し
」
の
場
合
、
同
じ
価
値
を
持
つ
「
ゑ
」
と
「
や
」
と
が
、

重
畳
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
世
の
中
は
、
古コ
飛ヒ
斯シ
宜ケ
志シ
恵ヱ
夜ヤ
。
か
く
し
あ
ら
ば
、
梅
の
花
に
も
な
ら

　
　
ま
し
も
の
を
（
万
葉
巻
五
）

こ
の
第
二
句
を
「
恋
し
け
　
し
ゑ
や
」
「
恋
ひ
繁
し
ゑ
　
や
」
「
恋
し
け
し
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ゑ
や
」
何
れ
に
と
る
事
も
出
来
る
。
だ
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
ゑ﹅
・
や﹅
の

結
合
状
態
は
、
暗
示
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
而
も
、
更
に
見
ら
れ
る
の
は
、
文
法

の
固
定
作
用
か
ら
、
「
し
ゑ
や
」
と
言
ふ
一
つ
の
形
式
の
生
れ
て
来
る
こ
と

も
、
見
当
が
つ
く
。
万
葉
に
残
つ
て
ゐ
る
「
し
ゑ
や
」
は
、
此
一
例
を
除
く

と
、
殆
、
形
容
詞
を
承
け
た
痕
は
見
え
な
い
。
独
立
し
た
感
動
詞
・
副
詞
の

様
な
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
も
つ
と
古
く
形
容
詞
に
結
合
す
る
習
慣
が

固
定
し
て
、
更
に
遊
離
し
て
作
つ
た
成
句
と
見
ら
れ
る
。

「
あ
な
に
や
し
」
も
分
解
す
れ
ば
、
「
あ
な
に
」
が
出
来
る
が
、
此
は
、

「
あ
や
に
」
（
語
原
は
別
だ
が
）
に
通
じ
る
「
あ
な
に
」
で
あ
る
。
こ
の

「
に
」
に
特
殊
な
意
義
が
あ
る
の
か
、
今
日
で
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
唯
、

「
あ
な
」
も
「
あ
な
に
」
も
、
語
尾
の
有
無
の
相
違
だ
け
と
見
ら
れ
る
の
で
、
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「
あ
な
、
え
を
と
こ
よ
」
の
義
に
説
け
る
。
此
「
に
」
は
副
詞
語
尾
で
あ
る

と
共
に
、
古
く
は
、
語
根
「
あ
な
」
を
名
詞
化
す
る
も
の
で
、
更
に
其
に
用

言
的
機
能
を
す
ら
与
へ
て
ゐ
た
の
だ
。
「
桜
の
花
の
に
ほ
ひ
は
も
。
あ
な
に
」

な
ど
を
見
れ
ば
、
「
ゑ
」
と
価
値
は
変
ら
な
い
。
此
「
あ
な
に
」
に
更
に

「
ゑ
」
の
つ
い
て
、
「
あ
な
に
ゑ
」
の
形
が
出
来
、
そ
の
間
に
或
は
、
あ
な

に
や
（
神
武
紀
、
「
妍
哉
」
此
云
鞅
奈
珥
（
恵
ナ
シ
）
夜
）
と
な
つ
た
ら
し

い
も
の
も
あ
り
、
「
や
」
が
つ
い
て
、
「
あ
な
に
ゑ
や
」
に
も
な
つ
た
。
一

方
亦
あ
な
に
ゑ
（
あ
な
に
や
）
に
「
し
」
の
つ
い
た
形
か
ら
音
韻
変
化
で
、

「
あ
な
に
や
し
」
が
現
れ
た
の
だ
。
か
う
し
た
「
ゑ
や
」
の
過
程
を
踏
ん
で
、

「
し
」
を
呼
ん
だ
形
が
、
「
よ
し
ゑ
や
し
」
で
あ
る
。

「
あ
な
に
や
し
」
「
よ
し
ゑ
や
し
」
の
類
は
、
語
の
歴
史
と
し
て
は
、
比
較
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的
に
古
い
ま
ゝ
に
固
定
し
て
、
後
ま
で
残
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
用
法
か

ら
見
る
と
、
新
し
い
も
の
に
似
た
所
が
あ
る
。
だ
が
其
は
、
全
く
変
つ
て
居

て
、
ま
だ
文
法
上
の
拘
束
を
受
け
な
い
、
語
根
時
代
の
俤
を
示
し
て
ゐ
る
も

の
、
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
一
群
の
語
句
に
接
し
て
行
く
も
の
だ
つ
た
の
が
、
段

々
其
自
身
の
内
容
が
限
定
せ
ら
れ
て
来
た
為
、
他
の
語
に
続
く
形
ま
で
き
ま

つ
た
訣
で
あ
ら
う
。

「
や
し
」
「
よ
し
」
が
完
成
し
た
語
尾
の
様
に
見
え
る
の
も
、
か
う
し
て
見

る
と
、
単
な
る
無
機
的
の
修
飾
語
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
う

し
て
其
上
に
、
「
し
」
が
緊
密
に
「
や
」
「
よ
」
に
接
し
て
ゐ
る
も
の
で
な

い
こ
と
が
知
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○
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○
射
ゆ
し
ゝ
を
つ
な
ぐ
河
辺
の
若
草
の
（
斉
明
紀
）

　
　
　
…
…
…
…
…
…
認
河
辺
の
和
草
の
（
万
葉
巻
十
六
）

　
　
○
は
る
が
す
み
春
日
の
里
爾ニ
殖
子
水
葱
（
同
巻
三
）

　
　
　
上
つ
毛
野
い
か
ほ
の
沼
爾ニ
宇
恵
古
奈
宜
（
同
巻
十
四
）

今
日
我
々
の
持
つ
時
間
観
念
を
含
ま
ず
に
、
此
に
似
た
熟
語
を
作
つ
た
場
合

は
、
沢
山
あ
る
。
必
し
も
「
射
ら
れ
た
る
し
ゝ
」
「
栽
ゑ
た
る
水
葱
」
と
言

ふ
ま
で
も
な
い
。
殊
に
、
前
者
の
如
き
は
、
古
代
歌
謡
の
上
の
一
つ
の
成
句

と
し
て
、
屡
し
ば
し
ば流
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
後
の
例

に
な
る
と
、
殖
槻
・
植
竹
の
類
の
成
語
は
あ
つ
て
も
、
其
と
は
別
に
稍
、
今

人
の
文
法
観
念
に
そ
ぐ
は
ぬ
処
が
あ
る
。
或
は
、
地
理
に
関
し
た
特
殊
の

「
に
」
の
用
法
か
ら
し
て
、
「
な
る
」
と
言
ふ
風
に
感
じ
る
人
も
あ
ら
う
が
、
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此
は
さ
う
言
ふ
場
合
で
は
な
い
。
即
、
「
春
日
の
里
に
栽
う
る
…
…
」
「
い

か
ほ
の
沼
に
栽
う
る
…
…
」
と
言
へ
ば
、
多
少
の
妥
当
性
は
欠
け
て
ゐ
て
も
、

我
々
に
は
訣
る
。
其
と
お
な
じ
用
法
な
の
だ
。
更
に
言
へ
ば
、
時
間
観
念
を

挿
入
す
れ
ば
、
も
つ
と
適
切
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
さ
う
し
た
方
法
を

と
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
偶
た
ま
た
ま、
こ
の
語
に
限
つ
て
古
い
文
法
様
式
を
保
存
し
て

ゐ
る
痕
が
見
え
る
の
だ
。
謂
は
ゞ
、
律
文
と
し
て
の
偶
然
な
制
約
が
、
重
つ

て
来
た
為
で
あ
る
。

　
　
…
…
山
県
に
麻マ
岐キ
斯シ
あ
だ
ね
搗
き
　
染ソ
め
木
が
汁
に
染シ
め
衣
を
…
…

　
　
（
古
事
記
上
巻
）

な
ど
の
場
合
に
も
、
偶
々
さ
う
し
た
表
現
法
が
残
つ
て
見
え
る
。
即
「
染
め

木
が
汁
に
染シ
む
る
（
或
は
染
め
た
る
）
衣
を
」
と
解
け
ば
、
気
分
的
に
納
得
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す
る
の
だ
。
奈
良
朝
頃
の
文
献
の
中
で
、
か
う
し
た
形
を
発
見
す
る
の
は
、

多
く
序
歌
の
場
合
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
気
分
的
に
解
説
す
れ
ば
、
あ
る
契
機

と
な
る
語
を
中
心
と
し
て
、
二
つ
の
観
念
の
転
換
が
緊
密
に
行
は
れ
て
ゐ
る
。

其
為
に
文
章
又
は
句
と
し
て
は
、
不
自
然
な
処
が
生
じ
る
の
だ
と
言
ふ
こ
と

に
な
る
。
だ
が
、
さ
う
し
た
技
巧
も
、
元
は
技
巧
と
し
て
は
じ
ま
つ
た
の
で

は
な
い
。
唯
古
い
表
現
法
に
準
じ
て
ゐ
た
の
だ
。
さ
う
言
ふ
点
に
、
後
代
の

文
法
意
識
が
働
く
と
、
前
句
と
後
句
と
の
間
に
、
緩
衝
的
な
語
を
挿
入
す
る

こ
と
を
考
へ
て
来
る
。
謂
は
ゞ
「
と
こ
ろ
の
」
と
言
ふ
程
の
意
識
を
含
め
る

の
で
あ
る
。
二
つ
の
句
の
間
に
と
言
ふ
よ
り
も
、
前
句
を
後
句
か
ら
隔
離
し
、

半
独
立
の
姿
を
保
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
…
…
あ
だ
ね
つ
き
染
め
木
が
汁
に
染シ
め
　
衣
を
…
…
（
シ
ム
ル
ト
コ
ロ
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ノ
衣
シ
メ
タ
ル
衣
）

　
　
上
つ
毛
野
い
か
ほ
の
沼
に
栽
ゑ
　
小
水
葱
…
…
（
ウ
ヽ
ル
ト
コ
ロ
ノ
小

　
　
水
葱
ウ
ヱ
タ
ル
小
水
葱
）

右
の
例
に
お
け
る
接
続
点
は
、
前
代
の
文
法
及
び
、
其
形
式
を
襲
ふ
も
の
で

は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
や
は
り
次
第
に
、
整
頓
せ
ら
れ
て
来
る
。
仮
り
に

序
歌
を
以
て
説
く
と
、

　
　
ま
す
ら
雄
の
さ
つ
矢
た
ば
さ
み
立 

ち 

向 

ひ 

イ
・
む
か
ひ
た
ち  

射    

る  

イ
・
い
る
や 

円  

方 

ま
と
か
た

は
見
る

　
　
に
さ
や
け
し
（
万
葉
巻
一
、
六
一
）

「
伊
勢
風
土
記
逸
文
」
で
は
、
序
歌
の
契
機
点
に
「
や
」
を
挿
ん
で
、
緩
衝

し
て
ゐ
る
。
か
う
言
ふ
風
に
、
言
ひ
改
め
ら
れ
る
の
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と

で
、
「
に
」
「
の
」
「
も
」
「
な
す
」
な
ど
言
ふ
辞
を
挿
む
の
は
、
序
歌
と
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し
て
は
、
第
二
義
に
属
す
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
序
歌
の
場
合
は
、

上
の
句
を
譬
喩
化
（
或
は
類
音
化
）
し
て
、
意
義
を
転
換
さ
せ
る
の
だ
が
、

其
と
共
に
さ
う
し
た
挿
入
辞
に
よ
つ
て
、
つ﹅
き﹅
放﹅
し﹅
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、

前
の
場
合
は
、
挿
入
し
た
辞
に
よ
つ
て
、
前
句
を
固
定
さ
せ
る
と
共
に
、
後

句
と
接﹅
続﹅
さ﹅
せ﹅
る﹅
様
に
な
つ
た
。
即
、
「
あ
な
に
や
し
」
「
よ
し
ゑ
や
し
」

「
は
し
け
や
し
」
「
や
す
み
し
ゝ
」
「
い
よ
し
た
ゝ
し
ゝ
」
な
ど
の
、
比
較

的
短
い
語
を
繋
ぐ
用
途
の
、
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
た
「
し
」
が
、
割
り
込
ん
で

来
る
事
に
な
つ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
か
う
し
て
見
る
と
、
我
々
は
古
文
献

に
見
え
る
「
し
」
に
つ
い
て
、
考
へ
直
す
必
要
が
生
じ
る
。

奈
良
朝
の
古
典
で
、
而
も
其
前
代
の
言
語
伝
承
を
筆
録
し
た
部
分
の
含
ま
れ

て
ゐ
る
多
く
の
詞
章
に
現
れ
て
来
る
、
此
類
の
「
し
」
に
つ
い
て
ゞ
あ
る
。
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今
泉
忠
義
君
は
、
既
に
「
助
動
詞
き
の
活
用
形
し
の
考
へ
」
（
昭
和
五
年
十

月
号
国
学
院
雑
誌
）
と
言
ふ
論
文
で
、
過
去
の
「
し
」
の
用
例
の
記
・
紀
の

歌
謡
に
現
れ
た
分
を
整
理
し
て
、
其
成
立
を
考
へ
よ
う
と
し
て
居
る
。
さ
う

し
て
其
が
、
代
名
詞
「
其シ
」
で
あ
ら
う
と
言
ふ
仮
定
に
達
し
て
ゐ
る
。
可
な

り
暗
示
に
富
ん
だ
優
れ
た
考
へ
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、
其
同
じ
用
例
を
反

覆
し
て
、
過
去
の
助
動
詞
は
勿
論
、
出
来
る
な
ら
ば
、
形
容
詞
の
語
尾
の
暗

示
を
惹
き
出
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
み
つ
〳
〵
し
　
久
米
の
子
ら
が
垣
も
と
に
栽
ゑ
　
し
　
は
じ
か
み
　
口

　
　
ひ
ゞ
く
…
…
（
記
紀
）

こ
の
例
に
、
「
う
ゑ
こ
な
ぎ
」
の
歌
を
つ
き
合
せ
て
見
る
と
、
「
垣
も
と
に

栽
ゑ
は
じ
か
み
」
と
言
う
て
も
よ
い
処
だ
つ
た
事
が
知
れ
る
。
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あ
り
ぎ
ぬ
の
　
三
重
の
子
が
さ
ゝ
が
せ
る
　
み
づ
た
ま
う
き
に
　
浮
き

　
　
　
し
　
脂
　
落
ち
な
づ
さ
ひ
　
み
な
こ
を
ろ
〳
〵
に
…
…
（
記
）

の
場
合
も
、 

瑞 

玉 

盞 
ミ
ヅ
タ
マ
ウ
キ
の
同
音
聯
想
と
し
て
、
浮﹅
き﹅
が
出
て
、
浮
き
脂
と
続

く
と
こ
ろ
を
、
「
し
」
を
挿
入
し
て
ゐ
る
。
此
歌
の
此
部
分
は
尠
く
と
も
、

神
代
巻
の
お
の
こ
ろ
島
の
段
と
、
お
な
じ
伝
承
の
記
憶
か
ら
出
来
た
文
句
に

相
違
な
い
。
浮
き
し
脂
と
言
ひ
、
こ
を
ろ
〳
〵
と
言
ふ
点
、
新
し
い
発
想
で

な
い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
即
瑞
玉
盞
に
浮
き
脂
…
…
と
も
言
へ
る
所
だ
。

又
、
前
に
引
い
た
一
つ
の
例
の
、

　
　
○
山
県
に
ま
き
し﹅
あ
だ
ね
搗
き
、
染
め
木
が
汁
に
染
め
衣
を
…
…
（
記
）

　
　
　
　
○
や
す
み
し
﹅ゝ

　
わ
が
大
君
の
あ
そ
ば
し
﹅ゝ

　
し
ゝ
の
（
病
み
猪
の
）

　
　
う
だ
き
畏
み
、
わ
が
逃
げ
の
ぼ
り
し﹅
あ
り
丘ヲ
の
う
へ
の
榛﹅
の﹅
木﹅
の﹅
枝﹅
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（
記
紀
）

前
者
は
や
は
り
、
「
山
県
に
ま
き
あ
だ
ね
」
と
一
つ
こ
と
ゝ
説
く
こ
と
が
出

来
る
。
後
の
例
に
な
る
と
、
記
・
紀
共
に
「
し
」
と
し
て
ゐ
る
。
此
に
な
る

と
、
今
日
知
れ
な
い
特
別
の
事
情
の
明
ら
か
に
な
ら
ぬ
限
り
は
、
既
に
時
の

観
念
ら
し
い
も
の
を
含
ん
で
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
仮
り
に
、
合
理
化

を
試
み
る
と
、
「
こ
の
榛
や
、
い
づ
く
の
榛
。
や
す
み
し
ゝ
わ
が
大
君
の
…

…
わ
が
逃
げ
登
り
し
…
…
榛
の
木
の
枝
」
と
言
ふ
様
な
形
だ
つ
た
も
の
で
、

呪
物
の
由
来
を
説
く
と
共
に
、
「
し
」
に
詠
歎
を
含
め
て
ゐ
る
ら
し
く
も
見

え
る
。
と
も
か
く
も
「
し
」
は
、
過
去
と
言
へ
な
い
ま
で
も
、
職
能
は
変
化

し
て
ゐ
る
。
此
と
似
た
縁
起
を
説
く
歌
と
し
て
の

　
　
こ
の
御
酒
は
、
わ
が
御
酒
な
ら
ず
、
く
し
の
神
　
常
世
に
い
ま
す
い
は
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た
ゝ
す
少
御
神
の
神﹅
ほ﹅
き﹅
御
酒
ぞ
…
…
（
記
紀
）

や
は
り
「
し
」
に
は
、
詠
歎
と
讃
美
と
が
、
籠
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
つ
ま
り
、

感
情
を
わ
り
こ
ま
せ
て
ゐ
る
訣
だ
。

　
　
○
つ
ぎ
ね
ふ
　
山
代
女メ
の
こ
く
は
持
ち
、
う
ち
し
大
根
　
さ
わ
〳
〵
に

　
　
…
…
（
記
紀
）

　
　
　
　
　
又
、
う
ち
し
大
根
　
根
白
の
白
た
ゞ
む
き
（
記
紀
）

　
　
○
須
々
許
理
が
か
み
し
御
酒
に
…
…
（
記
）

此
も
詠
歎
と
も
言
へ
る
が
、
「
う
ち
大
根
」
と
言
ふ
風
に
説
け
る
。

　
　
○
橿
の
原フ
に
よ
く
す
を
つ
く
り
、
横
臼
に
醸
み
し
大
御
酒
…
…
（
記
。

　
　
紀
、
か
め
る
…
…
）

　
　
○
を
と
め
の
床
の
べ
に
、
わ
が
置
き
し
劔
の
大
刀
…
…
（
記
）
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○
お
き
つ
ど
り
　
鴨
ど
く
島
に
わ
が
ゐ
ね
し
妹
は
忘
れ
じ
…
…
（
記
。

　
　
紀
、
づ
く
…
…
忘
ら
じ
）

此
等
の
例
で
は
、
「
に
…
…
し
…
…
」
と
言
ふ
形
式
も
具
へ
て
ゐ
る
し
、

「
し
」
の
挿
入
せ
ら
れ
た
形
跡
が
、
ま
だ
伺
は
れ
る
。

　
　
…
…
わ
が
哭
く
つ
ま
こ
そ
こ
そ
は
、
易
く
膚
ふ
れ
（
記
紀
）

許
存
許
曾
を
、
許
布
許
曾
の
誤
り
だ
と
し
て
ゐ
る
が
、
日
本
紀
も
去
罇
去
曾

と
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
「
こ
そ
こ
そ
」
で
よ
い
。
此
が
、
下
に
「
ふ
れ
」

（
四
段
形
）
と
第
五
変
化
で
結
ん
だ
も
の
と
見
れ
ば
、
其
ま
で
だ
が
、
尚
考

へ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
「
こ
そ
」
の
係
結
の
完
成
す
る
前
の
形
で
、
「
わ

が
哭
く
つ
ま
。
昨コ
夜ソ
こ
そ
は
、
易
く
膚
触
れ
　
妻
」
と
言
つ
た
形
ら
し
く
思

は
れ
る
。
つ
ま
り
、
膚
触
れ
し﹅
妻
と
言
ふ
義
で
あ
る
。
若
し
、
此
が
単
に
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「
膚
触
れ
し
」
と
言
ふ
だ
け
に
止
る
の
で
も
、
「
し
」
と
言
ふ
過
程
の
予
期

せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
見
え
る
。

　
　
…
…
ま﹅
さ﹅
し﹅
に﹅
知
り
て
、
我
が
二
人
寝
し
（
万
葉
巻
二
）

や
は
り
、
同
じ
旧
事
を
説
く
歌
だ
が
、
前
の
歌
の
様
に
言
ふ
な
ら
、
「
わ
が

二
人
い
ね
（
又
は
、
ゐ
ね
）
」
で
も
よ
い
処
だ
。
恐
ら
く
此
場
合
は
、
「
我

が
二
人
寝
し
我
が
」
と
い
ふ
形
だ
ら
う
。
「
易
く
膚
ふ
れ
」
と
「
わ
が
ゐ
ね

し
」
と
を
並
べ
て
考
へ
れ
ば
、
「
し
」
の
出
て
来
る
気
分
が
知
れ
る
と
思
ふ
。

さ
う
し
て
見
る
と
、
榛
の
木
の
歌
も
、
「
猪
の
う
だ
き
畏
み
わ
が
逃
げ
登
り

し
猪
の
う
だ
き
」
と
解
す
べ
き
で
、
「
あ
り
を
の
う
へ
の
榛
の
木
の
枝
」
は
、

所
謂
囃
し
詞
に
属
す
べ
き
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
先
に
出
た
倭
建
命
の
歌
と
、

其
事
情
の
似
た
も
の
を
、
二
つ
連
ね
て
見
る
と
、
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を
と
め
の
床
の
べ
に
、
わ
が
置
き
し
劔
の
大
刀
。
そ
の
大
刀
は
や
。
尾

　
　
張
に
た
ゞ
に
向
へ
る
尾
津
の
崎
な
る
一
つ
松
。
あ
せ
を
。
…
…

即
、
榛
の
木
の
歌
と
、
様
式
上
に
非
常
に
近
似
性
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
知

れ
る
。

過
去
表
現
に
関
し
て
は
、
尚
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
多
い
が
、
今
は
其
形

容
詞
語
尾
と
、
発
生
径
路
を
分
化
す
る
以
前
を
説
く
に
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

何
に
し
て
も
、
「
し
」
が
時
間
意
識
を
出
し
て
来
る
過
程
に
は
、
詠
歎
と
、

回
想
と
を
加
へ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
更
に
、
形
容
詞

語
尾
と
、
明
ら
か
な
差
別
を
出
す
た
め
に
は
、
熟
語
を
構
成
す
る
事
か
ら
、

解
放
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
併
し
一
方
、
形
容
詞
も
亦
、
外
見
か
ら

言
へ
ば
、
独
立
し
た
形
を
作
ら
う
と
し
た
様
に
見
え
る
。
だ
が
結
局
、
此
方

47



に
は
や
は
り
、
最
初
の
姿
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

考
へ
方
に
よ
つ
て
は
、
過
去
の
「
し
」
の
起
原
は
、
一
種
の
囃
し
詞
の
様
に

も
見
え
る
。
又
、
一
時
的
に
は
「
其シ
」
の
わ
り
込
み
と
見
て
も
済
む
。
だ
が
、

囃
し
と
見
る
の
は
、
其
後
代
的
気
分
か
ら
出
る
も
の
だ
し
、
「
其シ
」
と
見
る

の
も
、
或
は
却
て
順
序
を
顛
倒
し
て
、
「
し
」
が
固
定
し
て
、
「
其シ
」
の
感

覚
を
起
す
様
に
な
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
言
う
て
さ
し
支
へ
の

な
い
の
は
、
一
種
の
連
体
法
を
作
る
語
尾
だ
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
さ
う
し
て

其
「
し
」
は
、
同
時
に
形
容
詞
語
尾
を
な
し
て
ゐ
る
「
し
」
と
お
な
じ
も
の

だ
、
と
言
ふ
こ
と
の
推
定
に
近
づ
い
て
来
る
。

「
や
す
み
し
＋
の
」
「
あ
そ
ば
し
＋
の
」
「
い
よ
し
た
ゝ
し
＋
の
」
が
、
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「
や
す
み
し
ゝ
」
「
あ
そ
ば
し
ゝ
」
「
い
よ
し
た
ゝ
し
ゝ
」
で
現
さ
れ
た
も

の
と
す
れ
ば
、
万
葉
巻
二
日
並
知
皇
子
尊
舎
人
等
歌
の
三
つ
ま
で
あ
る
御
立

為
之
の
句
は
、
「
み
た
ゝ
し
の
」
と
訓
ま
ず
と
も
、
「
み
た
ゝ
し
ゝ
」
と
言

ふ
旧
訓
の
ま
ゝ
で
も
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
意
義
は
同
じ
、
古
風
だ
か
ら
だ
。

又
、
古
事
記
の
古
訓
に
、
無
制
限
と
見
え
る
ま
で
、
宣
長
翁
の
訓
ま
れ
た
動

詞
に
敬
語
「
み
」
を
つ
け
る
癖
（
三
矢
先
生
改
訓
）
「
み
…
…
し
」
と
あ
る

部
分
だ
け
は
、
見
免
す
こ
と
が
出
来
る
と
言
へ
る
か
も
知
れ
な
い
。
又
、
古

風
だ
け
に
、
「
や
す
み
し
ゝ
」
以
下
の
例
と
同
じ
く
訓
む
の
が
本
道
ら
し
く

も
思
は
れ
る
。
但
其
場
合
も
、
決
し
て
翁
の
考
へ
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
ら
し
い

「
み
佩
か
し
ゝ
」
な
ど
の
「
し
」
を
過
去
と
ゝ
る
こ
と
は
、
何
処
ま
で
も
い

け
な
い
。
実
感
は
実
感
で
も
、
近
代
の
文
法
意
識
と
古
代
の
も
の
と
は
違
は
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な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
。
「
し
」
か
ら
過
去
を
感
じ
馴
れ
て
ゐ
る
我
々
が
、

「
や
す
み
し
ゝ
」
「
あ
そ
ば
し
ゝ
」
「
い
よ
し
た
ゝ
し
ゝ
」
を
過
去
と
感
じ
、

又
「
栽
ゑ
し
は
じ
か
み
」
「
ま
き
し
あ
だ
ね
」
に
、
時
間
的
に
所
置
し
よ
う

と
す
る
心
が
動
い
て
も
、
其
は
古
代
の
文
法
か
ら
は
、
没
交
渉
な
も
の
と
謂

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
言
ふ
例
を
今
一
つ
、
「
名
細
之
」
に
よ
つ
て
説
い
て

見
よ
う
。
こ
の
例
が
若
し
も
的
確
で
な
く
と
も
、
さ
う
し
た
類
型
は
、
外
に

沢
山
あ
る
訣
な
の
だ
、
と
言
ふ
こ
と
を
言
ひ
添
へ
る
。

我
々
は
、
「
く
は
し
」
と
言
ふ
讃
美
の
語
を
知
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
古
人
が

「
く
は
し
」
を
細
し
（
美
）
と
感
じ
た
事
に
不
審
は
抱
か
な
く
な
つ
て
ゐ
る

が
、
な
ほ
吟
味
す
る
と
、
偶
「
く
は
し
」
と
言
ふ
語
の
あ
つ
た
為
に
、
其
を

す
べ
て
「
美
」
の
範
疇
に
い
れ
て
考
へ
た
と
も
言
へ
る
で
は
な
い
か
。
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…
…
朝
日
な
す
目
細
毛
、
夕
日
な
す
浦
細
毛
。
春
山
の
し
な
ひ
さ
か
え

　
　
て
、
秋
山
の
色
な
つ
か
し
き
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
巻
十
三
）

う
ら
ぐ
は
し
は
、
「
う
る
は
し
」
の
語
原
だ
と
の
説
も
あ
る
が
、
と
も
か
く

も
、
美
意
識
が
動
い
て
ゐ
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
稍
自
由
で
あ
る
。
「
花
ぐ

は
し
桜
の
め
で
」
「
香
ぐ
は
し
花
橘
」
な
ど
言
ふ
成
語
に
挿
ま
れ
た
「
く
は

し
」
も
褒
め
詞
の
様
に
見
え
る
が
、
尚
考
へ
る
余
地
が
あ
る
。
「
く
ち
ら
」

に
か
ゝ
る
と
見
ら
れ
る
「
い
す
く
は
し
」
な
ど
は
、
「
勇
細
し
」
な
ど
で
解

く
の
は
、
如
何
に
も
固
定
し
た
方
法
を
思
は
せ
る
。
つ
ま
り
「
や
し
」
「
よ

し
」
な
ど
ゝ
用
語
例
の
似
た
、
「
は
し
」
の
あ
つ
た
事
が
思
は
れ
る
の
で
あ

る
。
其
が
合
理
化
せ
ら
れ
て
、
「
細
し
」
の
一
つ
の
例
に
這
入
つ
て
ゐ
る
が
、
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か
う
し
た
「
し
」
は
、
外
に
も
い
ろ
〳
〵
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
言
換
へ
れ
ば
、
「
や
し
」
「
よ
し
」
と
一
類
の
「
は
し
」
が
あ
つ
て
、

其
が
偶
然
、
「
く
は
し
」
と
言
つ
た
形
と
結
び
つ
い
た
事
を
思
は
せ
る
の
だ
。

か
う
言
ふ
過
程
を
踏
ん
で
、
古
い
組
織
が
、
新
し
い
語
の
組
み
立
て
方
に
、

引
き
直
さ
れ
て
行
つ
た
も
の
ゝ
多
か
つ
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。

唯
此
ま
で
の
「
し
」
で
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
、
説
明
す
れ
ば
、
わ

り
込
ん
で
来
た
も
の
と
思
は
れ
る
も
の
だ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
語

根
時
代
の
俤
を
見
せ
て
ゐ
る
、
と
思
は
れ
る
語
に
は
、
語
根
の
中
の
一
部
と

言
ふ
よ
り
、
語
根
そ
の
物
と
見
ら
れ
る
の
が
あ
る
こ
と
だ
。

　
　
お
し
　
　
を
し

　
　
も
し
　
　
け
た
し
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い
ま
し
　
　
し
ま
し

神
代
巻
以
下
ま
だ
、
神
代
の
匂
ひ
の
失
せ
な
い
時
代
の
記
事
を
見
る
と
、
押

・
忍
或
は
圧
の
字
を
上
に
据
ゑ
た
熟
字
に
逢
著
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
○
天
押
帯
日
子
命
　
押
阪
連
　
押
媛
　
押
木
玉
蘰

　
　
○
忍
熊
王
　
天
忍
人
　
忍
穂
耳
命

　
　
○
天
圧
神

此
等
の
、
沢
山
の
「
お
し
」
の
中
、
唯
天
圧
神
の
外
、
殆
例
を
見
な
い
程
、

「
お
し
」
は
「
大オホ
」
或
は
「
大
き
し
」
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
此
事
は
、
宣

長
も
古
事
記
伝
に
論
じ
て
ゐ
る
。
が
、
此
に
対
照
し
て
考
へ
る
と
、
「
を
し
」

の
意
義
は
稍
明
瞭
で
あ
る
。
古
事
記
・
日
本
紀
の
古
訓
な
ど
に
は
、
此
「
を

し
」
を
形
容
詞
扱
ひ
に
し
て
、
「
を
し
き
」
と
言
ふ
活
用
を
出
し
て
ゐ
る
が
、
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此
は
う
け
取
れ
な
い
。
「
愛
」
の
義
に
と
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
あ
る
も
の

は
悉
く
「
惜
」
の
側
に
入
る
も
の
だ
。
「
を
し
（
惜
）
」
「
を
し
む
」
か
ら

還
元
し
て
「
を
し
」
を
「
愛
し
」
と
感
じ
る
こ
と
は
、
決
し
て
古
義
を
溯
源

す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
た
と
へ
ば
、
万
葉
古
義
以
後
、
ほ
ゞ
通
説
の
形
を

と
つ
た
「
三
山
歌
」
の
、
「
高
山
波
雲
根
火
雄
男
志
等
」
の
上
の
雄
を
目
的

格
の
「
を
」
と
し
て
、
下
の
男
を
志
に
つ
ゞ
け
て
「
を
し
」
即
「
愛
し
」
と

訓
む
風
は
、
意
味
を
な
さ
ぬ
こ
と
に
な
る
。
即
語
根
と
し
て
は
意
義
は
あ
る

が
、
成
語
と
し
て
は
意
義
を
な
さ
な
い
。
「
を
し
」
は
恐
ら
く
屈
折
を
生
じ

て
「
を
し
（
惜
）
」
と
い
ふ
形
容
詞
に
な
つ
て
、
完
全
な
意
義
を
生
じ
た
と

思
は
れ
る
。
だ
か
ら
、
古
代
の
「
を
し
」
の
用
語
例
は
、
必
し
も
「
惜
」
で

な
く
、
大
切
・
大
事
な
ど
言
ふ
、
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○
あ
た
ら
し
き
君
が
老
ゆ
ら
く
惜
毛
ヲ
シ
モ
（
万
葉
巻
十
三
）

　
　
○
劔
大
刀
　
名
の
惜
毛
わ
れ
は
な
し
（
同
巻
十
二
）

　
　
○
君
が
名
は
あ
れ
ど
、
吾
が
名
之
惜
毛
（
同
巻
二
）

な
ど
の
「
を
し
」
そ
の
他
は
、
唯
の
「
を
し
」
で
解
せ
ら
れ
る
が
、
よ
く
考

へ
れ
ば
、
大
事
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
用
言
と
し
て
は
、
さ
う
し

た
語
原
的
の
意
義
を
一
部
分
表
し
て
、
後
の
用
語
例
ど
ほ
り
で
な
い
も
の
も

出
来
た
の
だ
。
「
を
し
」
に
珍
重
す
る
意
義
を
失
は
な
か
つ
た
の
だ
。
唯
、

語
根
の
様
な
形
で
、
他
の
体
言
や
、
用
言
と
熟
語
を
作
つ
た
時
、
特
殊
な
内

容
を
醸
し
出
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
か
う
し
た
「
お
し
」
「
を
し
」
が
、

更
に
分
解
し
て
、
「
お
」
「
を
」
に
な
る
こ
と
は
知
れ
る
。
即
我
々
の
既
成

概
念
を
以
て
す
れ
ば
、
大
・
小
で
あ
る
。
「
お
」
「
を
」
か
ら
直
接
に
熟
語
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を
作
つ
て
ゐ
る
「
お
き
な
」
「
を
ぐ
な
」
「
お
み
な
」
「
を
み
な
」
「
億オ
計ケ

王
」
「
弘ヲ
計ケ
王
」
「
大
碓
オ
ウ
ス
」
「
小
碓
ヲ
ウ
ス
」
「
お
ぢ
」
「
を
ぢ
」
「
お
ば
」
「
を

ば
」
「
大オ
忌ミ
」
「
小ヲ
忌ミ
」
な
ど
が
あ
る
。

私
は
尚
、
後
々
か
ら
例
証
を
挙
げ
て
行
く
つ
も
り
だ
が
、
も
う
分
解
出
来
ぬ

様
に
見
え
る
「
お
し
」
「
を
し
」
に
も
、
や
は
り
接
合
点
が
あ
り
、
而
も
此

等
が
作
つ
た
熟
語
の
多
く
が
失
は
れ
て
了
う
た
こ
と
を
考
へ
る
の
で
あ
る
。

唯
、
「
お
し
」
の
方
は
、
あ
ゝ
し
た
形
の
熟
語
と
認
め
ら
れ
て
よ
い
も
の
と

し
て
残
つ
た
が
、
「
を
し
」
の
方
は
、
熟
語
用
言
と
し
て
形
を
留
め
た
と
見

る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
唯
此
が
今
す
こ
し
形
容
詞
屈
折
の
含
ま
れ
た
時
代

だ
と
、
「
を
ゆ
」
と
か
「
を
く
」
「
を
つ
」
「
を
す
」
と
か
言
ふ
形
に
な
る

の
だ
が
、
其
だ
け
の
内
容
を
「
を
し
」
が
作
つ
て
ゐ
な
い
。
「
お﹅
ゆ
（
老
）
」
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と
言
ふ
語
（
新
国
学
第
二
・
第
一
号
）
に
対
し
て
、
「
わ
か
ゆ
」
と
言
ふ
語

の
出
来
た
の
が
遥
か
後
の
事
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
「
を
し
む
」
或
は
形
容
詞
「
を
し
」
な
ど
の
場
合
は
、
「
を
し
」

の
内
容
が
あ
る
点
ま
で
拡
張
し
て
ゐ
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し

て
思
ふ
べ
き
は
、
後
来
の
形
容
詞
に
専
ら
行
は
れ
る
、
殊
に
久
活
形
容
詞
専

門
と
思
は
れ
る
「
し
」
を
外
し
て
語
尾
に
つ
く
形
は
、
こ
ゝ
で
考
へ
る
必
要

が
あ
る
。
た
と
ひ
「
お
ゆ
」
と
謂
つ
た
形
が
あ
る
と
し
て
も
、
何
か
特
殊
な

理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
訣
で
あ
る
。
今
仮
り
に
「
を
し
」
を
以
て
言
へ

ば
、
私
の
話
が
、
ひ
よ
つ
と
す
れ
ば
、
「
し
」
を
単
な
る
領
格
語
尾
の
様
な

考
へ
方
に
誘
う
て
来
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
最
訣
り
易
い
こ
の
術
語
を
避
け
た

の
は
、
理
由
が
あ
つ
た
。
す
べ
て
の
格
及
び
格
の
助
辞
と
言
ふ
も
の
が
、
単
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に
自
然
に
さ
う
傾
い
て
来
た
ゞ
け
で
、
根
本
に
溯
る
と
、
い
づ
れ
の
格
に
も

共
有
の
分
子
が
多
い
の
で
あ
る
。
唯
用
法
の
問
題
で
あ
る
。
の
・
が
が
主
格

或
は
領
格
、
時
と
し
て
は
、
感
動
を
さ
へ
示
す
事
が
あ
る
如
き
で
あ
る
。

私
は
既
に
述
べ
も
し
、
此
書
き
物
以
前
に
書
い
た
体
言
語
尾
の
考
へ
に
つ
い

て
言
ひ
も
し
た
様
に
、
熟
語
を
作
る
、
「
ら
」
・
「
や
」
・
「
か
」
或
は

「
な
」
・
「
た
」
の
類
の
、
語
根
に
つ
き
、
又
其
系
統
の
語
に
つ
く
語
尾
は
、

体
言
感
覚
を
作
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
時
に
、
用
言
的
屈
折
を
し
な
い
語
の

為
の
、
熟
語
格
を
作
つ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
畢
竟
、
か
う
し
た
語
尾
は
、
体

・
用
両
方
面
の
熟
語
を
作
る
手
引
き
と
な
つ
た
こ
と
に
疑
ひ
は
な
い
。
唯
形

容
詞
の
場
合
、
遅
れ
て
出
来
た
「
く
」
が
、
体
言
の
場
合
の
ほ
か
、
用
を
な

さ
な
か
つ
た
事
自
身
、
用
言
的
感
覚
を
持
た
せ
る
様
に
な
つ
た
。
其
だ
け
、
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国
語
意
識
が
変
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
○
ま
す
・
ら
・
男
（
ま
す
は
い
よ
と
、
同
義
語
を
な
す
健
康
の
義
の
語

　
　
根
）

　
　
○
た
わ
・
や
・
め

　
　
○
さ
ゝ
・
ら
・
え
＋
を
と
こ

　
　
○
た
わ
・
や
・
か
ひ
な

　
　
○
ふ
は
や
・
が
・
下

　
　
○
な
ご
や
・
が
・
下

　
　
　
　
×

　
　
○
お
だ
（
お
だ
し
く
）
・
や
・
む

　
　
○
す
ゝ
・
ろ
・
ぐ
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○
そ
び
・
や
・
ぐ
（
そ
び
ゆ
・
く
？
）

か
う
言
ふ
風
に
、
わ
れ
〳
〵
の
時
代
文
法
の
意
識
に
お
い
て
こ
そ
、
体
言
・

用
言
の
間
に
、
非
常
な
区
別
を
お
い
て
考
へ
て
ゐ
る
が
、
古
く
は
語
根
の
結

合
な
ど
に
も
、
か
う
し
た
無
差
別
な
も
の
が
あ
つ
た
の
だ
。

　
　
○
い
く
ば
く
も
生
け
ら
じ
命
を
（
不
生
有
命
乎
）
（
万
葉
巻
十
二
）

　
　
○
今
宵
の
み
相
見
て
、
後
は
不
相
ア
ハ
ジ
も
の
か
も
（
同
巻
十
）

　
　
○
幾
時

イ
ク
バ
ク

も
不 

生 

物 
乎 

イ
ケ
ラ
ジ
モ
ノ
ヲ

（
同
巻
九
）

か
う
言
ふ
現
象
は
、
又
「
ま
し
」
に
も
あ
る
。
語
尾
と
し
て
の
価
値
に
お
い

て
、
や
・
ら
・
た
・
な
と
、
ま
し
・
ま
じ
・
じ
な
ど
の
間
に
開
き
の
あ
る
様

に
考
へ
る
方
々
も
多
か
ら
う
が
、
結
局
は
様
式
論
か
ら
言
へ
ば
一
つ
で
あ
る
。

「
ま
し
」
に
お
い
て
は
、
「
も
の
」
に
接
続
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
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○
竪
薦
も
持
ち
て
来
ま
し
も
の
（
履
中
記
）

　
　
○
岩
根
し
ま
き
て
死
な
ま
し
も
の
を
（
万
葉
巻
二
）

　
　
○
山
の
雫
に
な
ら
ま
し
も
の
を
（
同
巻
二
）

　
　
　
　
×

　
　
○
国
知
ら
さ
ま
し
島
の
宮
は
も
（
同
巻
二
）

　
　
○
う
ち
な
び
く
　
春
見
ま
し
ゆ
は
（
同
巻
九
）

　
　
○
こ
ゝ
も
あ
ら
ま
し
柘ツミ
の
枝
は
も
（
同
巻
三
）

か
う
し
た
結
合
は
、
近
代
で
は
、
皆
「
き
」
と
言
ふ
形
を
俟
つ
て
行
ふ
も
の

と
思
ふ
で
あ
ら
う
。
「
じ
」
「
ま
し
」
な
ど
で
は
其
が
な
い
。
又
お
な
じ
範

疇
に
入
り
さ
う
な
「
ら
し
」
な
ど
も
、
「
ら
し
き
」
と
言
ふ
形
は
あ
り
な
が

ら
、
真
の
連
体
に
用
ゐ
ら
れ
た
痕
跡
は
な
い
。

61



　
　
○
う
つ
そ
み
も
、
つ
ま
を
あ
ら
そ
ふ
ら
し
き
（
万
葉
巻
一
）

　
　
○
う
べ
し
か
も
。
蘇
我
の
子
ら
を
、
大
君
の
つ
か
は
す
ら
し
き
（
推
古

　
　
紀
）

そ
の
う
へ
、
「
ら
し
」
に
も
、

　
　
○
わ
が
大
君
の
、
夕
さ
れ
ば
め
し
賜
良
之
（
神
岡
の
…
…
）
、
明
け
来

　
　
れ
ば
と
ひ
賜
良
志
神
岡
の
山
の
黄
葉
を
。
（
万
葉
巻
二
）

な
ど
言
ふ
幾
分
疑
は
し
い
使
ひ
方
が
あ
る
。
謂
は
ゞ
連
体
形
と
も
言
ふ
べ
き

「
し
」
の
形
を
持
つ
た
形
容
詞
類
似
の
助
動
詞
で
、
多
少
と
も
時
間
観
念
を

含
ん
だ
類
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
よ
い
。

同
じ
傾
向
の
も
の
と
見
ら
れ
さ
う
な
の
に
、
「
も
し
」
「
ご
と
し
」
「
け
た

し
」
が
あ
る
。
だ
け
れ
ど
も
、
私
は
此
に
就
い
て
は
、
特
殊
な
考
へ
方
を
持
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つ
て
ゐ
る
。

私
は
序
説
に
於
い
て
、
文
章
法
を
説
く
事
は
、
単
語
を
説
く
事
の
延
長
と
考

へ
る
の
を
正
し
と
す
る
、
と
言
つ
て
お
い
た
。
其
を
、
今
に
な
つ
て
思
ひ
返

す
必
要
が
あ
る
。
此
は
、
単
な
る
偶
言
で
は
な
い
。
近
隣
諸
民
族
の
言
語
と

の
比
較
研
究
か
ら
、
単
語
序
等
の
上
に
非
常
に
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
事
の
あ
つ

た
結
果
な
の
だ
。
古
典
的
な
文
法
と
新
興
の
文
法
と
が
並
行
し
て
ゐ
る
間
に
、

当
然
新
興
の
方
が
正
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
勢
力
を
得
て
来
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ
が
、
時
と
し
て
は
、
却
つ
て
古
風
な
も
の
が
又
再
び
栄
え

る
場
合
が
あ
る
。
同
時
に
、
並
行
状
態
が
可
な
り
長
く
続
く
の
も
、
さ
う
し

た
理
由
か
ら
訣
る
。
此
と
同
じ
理
屈
で
、
形
容
詞
の
活
用
が
略ほぼ
完
備
し
、
そ

の
色
々
な
変
態
す
ら
興
つ
て
来
た
時
代
に
、
尚
古
態
を
残
し
て
ゐ
る
事
を
考
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へ
な
け
れ
ば
、
時
代
文
法
の
研
究
は
無
意
味
で
あ
る
。
か
う
言
ふ
訣
は
、
形

容
詞
に
於
い
て
も
、
い
ろ
ん
な
形
を
派
生
し
て
ゐ
る
時
に
、
尚
形
容
詞
語
尾

の
発
生
時
代
の
姿
が
、
そ
の
時
代
的
に
合
理
化
せ
ら
れ
乍
ら
残
つ
て
ゐ
る
事

も
あ
る
べ
き
筈
だ
、
と
言
ふ
事
を
言
ひ
た
い
の
で
あ
る
。
譬
へ
ば
、

　
　
な
こ
ひ
そ
吾
妹
　
　
か
づ
ら
せ
吾
妹

　
　
ひ
も
と
け
吾
妹

　
　
命
死
な
ま
し
甲
斐
の
黒
駒

　
　
そ
こ
し
恨
之
（
？
）
秋
山
わ
れ
は

　
　
つ
か
へ
奉
れ
る
貴
之
見
れ
ば

と
言
ふ
様
な
形
な
ら
ば
、
呼
格
と
し
て
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
あ
ひ
見
ず
て
、
日ケ
な
が
く
な
り
ぬ
。
こ
の
ご
ろ
は
い
か
に 

好 

去 

哉 

ヨ
ケ
ク
ヤ
？
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い
ぶ
か
し
。
吾
妹
（
万
葉
巻
四
）

の
如
き
は
、
既
に
一
面
呼
格
で
あ
り
乍
ら
、
「
な
つ
か
し
き
吾
兄
」
と
い
つ

た
意
義
か
ら
差
別
が
つ
き
に
く
ゝ
な
つ
て
ゐ
る
。
此
が
一
段
前
の
形
は
、
そ

の
不
即
不
離
の
状
態
が
明
ら
か
で
な
い
多
く
の
例
に
現
れ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
、

普
通
呼
格
の
上
に
形
容
詞
が
あ
る
時
、
其
が
総
て
、
文
章
成
分
の
顛
倒
し
た

も
の
と
解
せ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
が
、
実
は
さ
う
な
つ
て
来
る
ま
で
の
過
程
に

「
な
つ
か
し
吾
兄
」
が
「
吾
兄
な
つ
か
し
」
の
気
分
的
表
現
で
な
く
、
「
な

つ
か
し
き
吾
兄
」
の
意
義
を
持
つ
た
時
代
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

さ
う
し
た
文
章
上
の
事
実
が
、
実
は
句
或
は
単
語
に
於
け
る
形
式
の
延
長
で

あ
つ
た
の
だ
。
私
は
唯
こ
の
点
に
、
尚
幾
多
の
疑
問
は
持
つ
て
ゐ
る
が
、
併

し
乍
ら
、
形
容
詞
の
終
止
形
「
し
」
の
形
が
、
語
根
か
ら
屈
折
を
生
じ
て
独
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立
し
た
と
言
ふ
事
の
原
因
に
は
、
さ
う
し
た
連
体
句
が
倒
置
せ
ら
れ
て
（
今

考
へ
る
の
と
は
反
対
に
）
来
、
又
さ
う
し
た
意
識
を
以
て
見
る
習
慣
の
生
じ

た
為
に
、
こ
の
形
に
次
第
に
終
止
と
し
て
の
実
感
を
持
た
し
て
来
た
も
の
と

言
ふ
事
情
を
も
、
考
へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

既
に
枕
詞
の
あ
る
部
分
ま
で
、
そ
の
成
因
を
説
い
た
。
併
し
、
尚
此
に
関
係

の
あ
る
枕
詞
が
あ
る
。
其
は
「
じ
も
の
」
の
形
を
語
尾
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

此
「
じ
も
の
」
は
、
飜
訳
の
上
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
二
通
り
に
区
別
出
来

る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。

　
　
イ
、
し
ゝ
じ
も
の
　
　
鹿
児
じ
も
の

　
　
　
　
馬
じ
も
の
　
　
　
犬
じ
も
の
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鵜
じ
も
の
　
　
　
鴨
じ
も
の

　
　
　
　
鳥
じ
も
の
　
　
　
雪
じ
も
の
（
露
じ
も
の
？
）

　
　
　
　
う
ま
じ
も
の
（
　
　
あ
へ
「
饗
」
…
…
）

　
　
ロ
、
男
じ
も
の
　
　
　
牀
じ
も
の

と
言
ふ
風
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
前
者
は
、
そ
の
名
詞
の
持
つ
或
傾
向
を
、
全

然
比
喩
と
し
た
も
の
、
後
者
は
、
普
通
「
と
し
て
」
と
訳
し
て
、
前
の
一
類

の
訳
語
と
通
ひ
乍
ら
、
意
味
の
や
ゝ
違
ふ
所
を
出
さ
う
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
其
だ
け
、
元
は
全
然
別
の
も
の
で
な
く
、
意
義
変
化
し
た
為
に

出
来
た
も
の
、
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
其
に
は
過
程
と
し
て
「
と
こ
じ
も
の
」

を
置
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
旅
行
中
に
草
を
敷
き
寝
す
る
有
様
を
言
つ
た

の
で
、
牀
の
如
く
と
も
訳
す
れ
ば
、
さ
う
も
出
来
る
訣
で
あ
る
。
一
体
「
男
」

67



は
、
「
を
と
こ
」
と
読
む
か
「
を
の
こ
」
と
読
む
か
訣
ら
な
い
も
の
と
見
ら

れ
て
ゐ
る
が
、
万
葉
巻
二
の
二
つ
の
用
例
か
ら
見
れ
ば
、
明
ら
か
に
「
烏
徳
」

と
し
た
ら
し
く
思
は
れ
る
か
ら
、
「
を
と
こ
」
と
読
ん
で
よ
か
ら
う
。
だ
が
、

古
典
は
古
典
そ
の
者
の
中
に
お
い
て
又
、
特
殊
の
擬
古
的
態
度
が
あ
り
、
其

か
ら
来
る
所
の
大
き
な
誤
解
さ
へ
も
加
は
る
の
だ
か
ら
、
幾
分
は
「
を
の
こ

じ
も
の
」
と
謂
つ
て
も
よ
い
と
い
ふ
余
裕
は
残
し
て
置
く
方
が
、
国
語
発
達

史
上
却
つ
て
正
し
い
見
方
、
と
言
へ
る
の
だ
。

私
の
話
が
、
少
し
長
び
い
た
の
で
、
今
一
度
前
か
ら
の
考
へ
を
、
印
象
的
に

要
約
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
形
容
詞
語
尾
殊
に
、
重
要
な
終
止
語
尾
の
、

独
立
或
は
固
定
の
妥
当
的
な
感
覚
を
導
い
た
過
程
に
つ
い
て
の
考
へ
で
あ
る
。

第
一
、
「
し
」
を
含
ん
だ
語
根
時
代
。
第
二
、
領
格
と
し
て
の
用
語
例
に
入
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つ
た
「
し
」
の
時
代
。
第
三
、
領
格
の
対
象
語
の
脱
落
し
た
時
代
。
第
四
、

語
尾
と
し
て
の
「
し
」
の
独
立
時
代
、
と
謂
つ
た
仮﹅
り﹅
の﹅
区﹅
劃﹅
を
立
て
ゝ
ゐ

る
の
だ
が
、
今
の
私
に
と
つ
て
は
、
第
一
期
に
つ
い
て
、
最
大
き
な
疑
問
が

起
つ
て
来
て
ゐ
る
。
其
で
、
結
局
、
第
二
・
第
三
の
時
代
を
中
心
に
し
て
論

じ
て
来
た
訣
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
其
点
に
お
い
て
可
な
り
必
要
な
件
を

ま
だ
後
廻
し
に
し
て
ゐ
る
。

所
謂
一
類
の
枕
詞
の
語
尾
と
考
へ
ら
れ
て
来
て
ゐ
る
、
「
じ
も
の
」
と
言
ふ

形
で
あ
る
。
此
亦
既
に
述
べ
た
「
じ
（
否
定
）
何
」
「
ら
し
何
」
と
同
じ
発

生
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
尚
言
へ
ば
、
す
べ
て
の
形
容
詞
語
尾
は
、
「
し

も
の
」
の
過
程
を
含
ん
で
来
た
も
の
、
と
考
へ
ら
れ
さ
へ
す
る
の
で
あ
つ
た
。

さ
う
し
て
、
仮
り
に
様
々
な
「
し
何
」
の
形
を
綜
合
す
る
と
、
「
し
も
の
」
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と
言
ふ
形
に
帰
一
す
る
の
は
明
ら
か
だ
。

若もし
、
形
式
論
を
つ
き
つ
め
て
行
く
と
す
れ
ば
、
「
あ
な
に
や
し
　
え
を
と
こ
」

「
や
す
み
し
ゝ
　
大
君
」
な
ど
の
古
い
例
さ
へ
、
「
あ
な
に
や
　
え
を
と
こ
」

「
や
す
み
し
　
大
君
」
か
ら
更
に
、
領
格
的
用
語
例
の
意
識
を
、
生
じ
ず
に

居
る
訣
は
な
い
。
「
あ
な
に
や
の
　
え
を
と
こ
」
「
や
す
み
し
の
　
大
君
」

と
言
ふ
意
識
を
含
ん
で
ゐ
な
い
、
と
誰
が
言
へ
よ
う
。
一
方
更
に
進
ん
で
は
、

「
や
」
「
ら
」
「
か
」
「
な
」
な
ど
が
、
す
べ
て
体
言
化
す
る
語
尾
の
用
を

な
す
如
く
、
こ
ゝ
に
も
「
…
…
な
る
物
…
…
」
「
…
…
物
…
…
」
と
謂
つ
た

感
覚
を
以
て
受
け
入
れ
た
と
考
へ
ら
れ
な
か
ら
う
か
。

　
　
わ
が
待
つ
も
の
　
鴫
は
さ
や
ら
ず
、
い
す
く
は
し
　
く
ち
ら
さ
や
る

と
思
う
て
来
る
と
、
や
ゝ
論
理
一
遍
に
傾
く
が
、
「
じ
も
の
」
の
出
来
る
道
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筋
も
知
れ
る
様
だ
。

「
じ
も
の
」
の
慣
用
の
最
少
い
も
の
は
、
記
・
紀
で
あ
る
。
そ
の
中
、

　
　
あ
を
に
よ
し
　
奈
良
の
は
ざ
ま
に
、
斯
々 

弐 

暮 

能 

シ
ヽ
ジ
モ
ノ

　
み
づ
く
へ
こ
も

　
　
り
、
み
な
そ
ゝ
ぐ
　
鮪
の
若
子
ワ
ク
ゴ
を
　
あ
さ
り
出ヅ
な
。
ゐ
の
こ
（
武
烈
紀
）

　
　
此
「
し
ゝ
じ
も
の
」
の
用
例
は
、
他
の
枕
詞
の
「
し
ゝ
じ
も
の
」
と
余
程
違

う
て
ゐ
る
様
に
見
え
る
。
此
「
し
ゝ
じ
も
の
」
を
「
み
づ
く
へ
こ
も
り
」
の
、

ど
の
部
分
か
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
説
く
の
は
苦
し
い
。
其
な
ら
寧
、

句
を
隔
て
ゝ
ゐ
る
が
、
「
し
ゝ
じ
も
の
…
…
あ
さ
り
出ヅ
な
。
猪
の
子
」
と
説

け
ば
よ
い
。
さ
う
考
へ
る
と
、
「
を
の
こ
じ
も
の
」
と
幾
分
形
が
似
て
来
る

の
で
、
比
喩
と
は
遠
ざ
か
る
。
私
は
一
体
此
「
じ
も
の
」
が
歌
謡
に
と
り
入

れ
ら
れ
た
原
因
を
寧
、
歌
謡
そ
の
物
以
外
に
あ
る
、
と
見
て
来
て
ゐ
る
。
即
、
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歌
謡
の
歴
史
上
に
お
い
て
、
呪
詞
（
寿
詞
・
祝
詞
）
の
古
い
様
式
を
、
長
歌

が
率
先
し
て
と
り
入
れ
る
様
に
な
つ
た
飛
鳥
・
藤
原
時
代
か
ら
盛
ん
に
な
つ

た
も
の
と
見
て
ゐ
る
。
此
件
に
つ
い
て
は
別
に
書
い
た
も
の
が
あ
る
。
此
処

に
は
其
を
く
り
返
す
繁
雑
を
避
け
さ
せ
て
頂
く
。
た
と
へ
ば
、
可
な
り
新
し

い
例
か
ら
あ
げ
る
と
、
平
安
初
期
に
固
定
し
た
と
見
る
べ
き
延
喜
式
祝
詞
に

も
、
其
痕
跡
が
見
え
る
。

　
　
○
辞
別
。
伊
勢
坐
…
…
皇
吾
睦
神
漏
伎
・
神
漏
弥
命
宇○

事○

物○

頸
根
衝
抜

　
　
…
…
（
祈
年
祭
）

此
は
、
祈
念
祭
と
同
様
の
形
式
を
と
る
月
次
祭
は
勿
論
、
ど
う
言
ふ
訣
か
、

広
瀬
川
合
祭
・
龍
田
風
神
祭
に
も
用
ゐ
て
ゐ
る
。
而
も
、
「
も
の
」
と
言
ふ

語
の
多
く
出
て
来
る
例
と
し
て
、
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○
わ
が
地
ト
コ
ロと
う
す
は
き
い
ま
せ
と
進
タ
テ
マ
ツる
み
て
ぐ
ら
は
、
明
妙
・
照
妙
・

　
　
　
和
妙
・
荒
妙
に
そ
な
へ
ま
つ
り
て
、  

見    

明    

物  

ミ
ア
キ
ラ
ム
ル
モ
ノ

鏡
、   

翫      

モ
テ
ア
ソ
ブ
モ

　
　
　
物   ノ
玉
、
射
放
物
弓
矢
、
打
断
物
大
刀
、
馳
出
物
御
馬
、
…
…
に
至

　
　
　
る
ま
で
に
、
横
山
の
如
、
几
物
に
置
き
足
ら
は
し
て
…
…
（
遷
却
祟

　
　
　
神
祭
）

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
他
の
中
臣
祝
詞
と
は
違
ふ
し
、
斎
部
祝
詞
だ
け
に
、
尠

く
と
も
発
想
法
の
古
き
を
保
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
頷
け
る
。
此
点
、
同
じ
様
で

あ
り
乍
ら
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
は
、
幾
分
新
し
い
発
想
を
と
つ
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
国
造
家
の
負
幸
物
と
呪
詞
と
を
関
聯
せ
し
め
て
言
ふ
の
に
、
「
も
の
」

の
用
語
例
を
換
へ
て
来
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
唯
の
枕
詞
の
や
う
に
し
た
て
ゝ
ゐ

る
の
だ
。
で
も
尠
く
と
も
枕
詞
と
し
て
考
へ
る
以
上
、
「
じ
も
の
」
に
近
い
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用
語
例
と
、
「
…
…
の
」
と
比
喩
法
を
採
る
の
と
、
二
つ
な
が
ら
並
行
し
た

方
法
な
る
事
と
合
点
は
行
く
。

　
　
朝
日
の
豊
さ
か
登
り
に
、
神
礼
、
臣
礼○

自○

御
祷
ミ
ホ
キ
の
神
宝
献
ら
く
と
奏
す
。

　
　
白
玉
の
大
御
白
髪
い
ま
し
、
赤
玉
の
み
あ
か
ら
び
い
ま
し
、
青
玉
の
水

　
　
江
の
玉
の
ゆ
き
あ
ひ
に
、
…
…
手
長
タ
ナ
ガ
の
大
御
世
を
み
は
か
し
広
に
誅
堅
ウ
チ
？

　
　
め
て
、
白
御
馬
の
…
…
踏
み
堅
め
…
…
振
り
立
つ
る
事
は
、
耳
の
い
や

　
　
高
に
、
天
下
を
し
ろ
し
め
さ
む
事
志
太
米
、
白
鵠
ク
ヾ
ヒ
の
生
御
調
玩
物
、
倭

　
　
文
の
大
御
心
も
多タ
親シ
に
、
…
…
若
水
沼
に
い
や
…
…
若
え
ま
し
、
す
ゝ

　
　
ぎ
ふ
る
を
ど
み
の
水
の
…
…
み
を
ち
ま
し
、
ま
そ
び
の
大
御
鏡
の
面
を

　
　
お
し
は
る
し
て
見
そ
な
は
す
事
の
ご
と
く
、
…
…
し
ろ
し
め
さ
む
事
志

　
　
太
米
と
御
祷
の
神
宝
を
擎
げ
持
ち
て
、
神
礼
・
臣
礼
と
…
…
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（
出
雲
国
造
神
賀
詞
）

呪
詞
に
起
原
を
持
つ
表
現
法
が
、
思
ひ
が
け
な
い
程
、
多
く
古
代
祝
詞
に
は

相
当
な
数
は
あ
る
。
而
も
其
方
の
「
鵜
じ
も
の
」
と
、
記
・
紀
の
側
で
は

「
し
ゝ
じ
も
の
」
な
ど
が
目
に
つ
く
位
だ
。
而
も
あ
る
点
で
は
、
奈
良
朝
の

文
法
の
貯
溜
池
と
見
ら
れ
る
宣
命
に
は
、
同
じ
「
じ
も
の
」
で
も
、
特
殊
な

用
語
例
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
が
、
第
一
類
の
比
喩
表
現

を
含
む
「
じ
も
の
」
と
関
係
な
く
、
第
二
類
に
極
め
て
近
い
こ
と
が
考
へ
ら

れ
る
の
だ
。
第
二
類
か
ら
第
一
類
へ
の
過
程
に
、
「
牀
じ
も
の
」
を
据
ゑ
て

見
れ
ば
、
稍
解
釈
が
つ
き
さ
う
に
思
は
れ
る
。
我
々
は
成
立
し
た
形
容
詞
活

用
に
左
右
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
其
以
前
の
形
を
考
へ
る
つ
も
り
で
、
ま

づ
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
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○
朕
ワ

が
臣
と
し
て
つ
か
へ
奉
る
人
等
も
、
一
つ
二
つ
を
漏
し
落
す
事
も

　
　
　
あ
ら
む
か
、
と
辱
な
み
、
愧
し
み
お
も
ほ
し
ま
し
て
、
我
皇
太
上
天

　
　
　
皇
の
大
前
に
「
恐
古
之
物

カ
シ
コ
シ
モ
ノ
」  

進  

退  

匍  

匐  

廻  

シ
ヾ
マ
ヒ
？
ハ
ラ
バ
ヒ
モ
ト

…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宣
命
、
神
亀
六
年
八
月
五
日
）

　
　
○
汝
ナ

が
命
き
こ
し
め
せ
と
の
り
た
ま
ふ
御
命
を
「
畏
自
物
」
受
賜
坐
食

　
　
　
国
天
下
恵
賜
治
賜
間
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宣
命
、
天
平
勝
宝
元
年
七
月
二
日
）

此
等
の
例
を
、
凡
に
見
る
と
、
万
葉
の
「
じ
も
の
」
の
分
化
し
た
も
の
、
と

思
は
れ
さ
う
だ
。
併
し
、
其
に
し
て
は
、
あ
ま
り
飛
躍
し
過
ぎ
て
ゐ
る
と
言

ふ
こ
と
も
、
同
時
に
思
ひ
浮
ぶ
で
あ
ら
う
。
と
も
か
く
も
、
通
例
の
形
容
詞

の
用
語
例
に
馴
れ
た
我
々
に
は
、
「
い
ま
じ
き
の
間
」
「
ま
し
ゞ
・
ま
し
ゞ
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き
」
「
わ
れ
じ
く
」
或
は
又
、
「
お
た
ひ
し﹅
み
」
な
ど
言
ふ
形
や
、

　
　
汝
冠
位
上
賜
治
賜
。
又
此
家○

自○

久○

母○

藤
原
卿
等
乎
波
掛
畏
聖
天
皇
御
世

　
　
重
於○

母○

自○

人
氏
（
自
）
門
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宣
命
、
天
平
宝
字
三
年
六
月
十
六
日
）

の
如
き
用
語
例
の
あ
つ
た
事
を
示
し
て
ゐ
る
宣
命
、
及
び
其
前
型
と
し
て
あ

つ
た
幾
多
の
旧
宣
命
並
び
に
、
弘
仁
・
延
喜
以
前
の
祝
詞
に
現
れ
た
筈
の
形

容
詞
の
様
子
を
、
今
一
度
思
ひ
見
る
必
要
が
な
い
だ
ら
う
か
。

　
　
○
…
…
ゆ
ふ
べ
に
は
、
入
り
居
な
げ
か
ひ
、
わ
き
ば
さ
む
児
の
泣
く
毎

　
　
　
に
、
雄
自
毛
能
負
ひ
み
抱
き
み
、
朝
鳥
の
哭
の
み
泣
き
つ
ゝ
、
恋
ふ

　
　
　
れ
ど
も
…
…
吾
妹
子
が
入
り
に
し
山
を
よ
す
が
と
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
巻
三
、
高
橋
虫
麻
呂
）
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○
…
…
鳥
自
物
朝
立
ち
い
行
き
て
、
入
り
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
、
吾

　
　
　
妹
子
が
か
た
み
に
お
け
る
み
ど
り
児
の
、
こ
ひ
泣
く
毎
に
、
…
…
…

　
　
　
…
…
…
…
男
自
物
わ
き
ば
さ
み
も
ち
、
…
…
旦
は
う
ら
さ
び
暮
し
、

　
　
　
夜
は
息
づ
き
明
し
、
な
げ
ゝ
ど
も
せ
む
す
べ
知
ら
に
、
恋
ふ
れ
ど
も
、

　
　
　
逢
ふ
よ
し
を
な
み
、
…
…
石
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
…
…

　
　
○
…
…
み
ど
り
児
の
こ
ひ
泣
く
毎
に
、
…
…
烏
徳
（
穂
）
自
物
わ
き
ば

　
　
　
さ
み
も
ち
、
…
…
昼
は
も
…
…
、
夜
は
も
…
…
な
げ
ゝ
ど
も
…
…
こ

　
　
　
ふ
れ
ど
も
、
…
…
石
根
さ
く
み
て
な
づ
み
来
し
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
右
二
首
、
同
巻
二
、
柿
本
人
麻
呂
）

　
　
○
お
も
が
た
の
忘
れ
て
あ
ら
ば
（
る
と
あ
ら
ば
）
、
あ
ぢ
き
な
く
、
男

　
　
　
士
物
屋
恋
ひ
つ
ゝ
居
ら
む
（
同
巻
十
一
）
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前
の
三
つ
の
例
は
、
若
し
「
を
と
こ
じ
も
の
」
が
、
普
通
考
へ
る
様
に
か
ゝ

つ
て
ゐ
る
か
、
疑
問
だ
か
ら
、
稍
余
裕
を
置
い
て
考
へ
て
ゐ
た
。
す
る
と
、

「
恋
ふ
」
と
言
ふ
語
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
様
に
も
見
え
る
。
だ
が
一
方
、
「
如

く
」
と
一
歩
の
差
あ
る
「
な
る
に
」
「
と
し
て
」
な
ど
言
ふ
反
対
意
識
を
含

ん
で
来
た
も
の
も
あ
る
こ
と
は
、
否
定
出
来
な
い
。
さ
う
し
た
処
か
ら
、
第

一
類
の
「
じ
も
の
」
が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
畢
竟
形
容
詞
の
「
し
」
の
本

来
持
つ
た
所
の
「
し
物
」
の
義
が
、
語
と
な
つ
て
現
れ
て
来
た
も
の
と
言
ふ

こ
と
が
出
来
よ
う
。
尚
一
応
考
へ
て
見
る
と
、
さ
う
し
た
古
い
「
じ
も
の
」

を
以
て
言
ふ
固
定
し
た
表
現
法
が
あ
つ
て
、
呪
詞
・
宣
命
・
祝
詞
の
表
現
法

の
古
式
と
し
て
く
り
返
さ
れ
て
ゐ
る
間
に
、
新
し
い
文
学
が
、
其
様
式
を
と

り
込
み
更
に
お
し
拡
げ
た
。
其
で
、
類
例
の
尠
か
つ
た
「
じ
も
の
」
が
次
第
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に
展
開
し
て
行
つ
て
、
第
一
類
を
生
み
出
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
た
と
へ

ば
、
「
畏
じ
物
」
の
形
を
延
長
す
る
と
共
に
、
其
内
容
を
さ
の
み
変
化
す
る

こ
と
な
し
に
、
効
果
を
表
す
に
は
、
枕
詞
の
方
法
が
影
響
し
た
で
あ
ら
う
。

前
に
あ
げ
た
第
一
類
は
凡
、
「
か
し
こ
じ
も
の
」
の
具
体
化
で
は
な
い
か
。

悉
く
、
従
属
・
帰
服
・
謙
遜
な
ど
の
様
子
を
示
し
て
ゐ
る
の
が
、
其
証
拠
で

あ
る
。
「
鵜
じ
も
の
」
「
犬
じ
も
の
」
と
謂
つ
て
も
、
結
局
「
か
し
こ
じ
も

の
」
の
枕
詞
化
で
は
な
い
か
。
其
と
共
に
、
形
容
詞
意
識
を
盛
ん
に
持
ち
は

じ
め
た
時
代
だ
け
に
、
「
じ
も
の
」
の
「
じ
」
が
さ
う
言
ふ
方
向
に
力
を
持

ち
出
し
て
ゐ
る
。
今
す
こ
し
推
察
を
附
け
加
へ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
「
か

し
こ
じ
物
」
「
か
こ
じ
も
の
」
の
類
音
聯
想
が
、
更
に
「
し
ゝ
じ
物
」
を
案

出
せ
し
め
た
と
も
言
へ
る
。
「
馬
じ
も
の
」
と
言
ひ
、
「
鴨
じ
も
の
」
と
言
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う
て
も
、
皆
降
伏
・
奉
仕
の
形
容
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
じ
も
の
」
の
語
原
に
つ
い
て
は
、
「
其シ
物
」
「
状シ
物
」
な
ど
言
ふ
印
象
分

解
説
は
あ
る
が
、
其
で
は
「
も
の
」
の
説
明
を
閑
却
し
て
ゐ
る
。
私
は
思
ふ
。

「
も
の
」
は
や
は
り
、
霊
魂
の
義
で
あ
る
。
「
か
し
こ
じ
も
の
」
は
「
畏
し

霊
」
で
、
其
威
力
に
よ
つ
て
の
義
を
含
ん
で
居
り
、
「
を
と
こ
じ
も
の
」
は

 

壮 

夫 

霊 

ヲ
ト
コ
ジ
モ
ノ
に
よ
つ
て
、
招コ
魂ヒ
を
す
る
と
言
ふ
呪
詞
的
な
用
語
例
が
あ
つ
た
も

の
と
見
る
。
意
識
が
変
じ
て
、
畏
け
れ
ば
、
畏
し
と
し
て
、
壮
夫
な
れ
ば
、

壮
夫
と
し
て
な
ど
言
ふ
風
に
感
じ
ら
れ
、
其
が
更
に
、
新
し
い
民
間
語
原
を

呼
び
起
し
た
も
の
と
見
え
る
。
併
し
其
径
路
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
遷
却
祟

神
祭
祝
詞
・
出
雲
国
造
神
賀
詞
を
見
る
が
よ
い
。
物
質
・
霊
魂
を
比
喩
或
は

象
徴
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
同
時
に
、
「
…
…
の
霊
の
表
現
と
し
て
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の
」
、
「
…
…
の
霊
の
寓
り
な
る
」
と
言
ふ
古
代
信
仰
が
見
え
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
○

私
は
、
い
ろ
〳
〵
の
方
角
か
ら
形
容
詞
語
尾
「
し
」
の
発
生
を
説
か
う
と
し

た
。
さ
う
し
て
尚
言
ひ
残
し
た
事
が
多
い
。
最
心
残
り
な
の
は
、
ど
う
し
て

も
「
し
」
が
語
根
の
一
部
と
見
ら
れ
る
も
の
ゝ
多
い
こ
と
、
亦
も
つ
と
大
切

な
語
根
の
性
質
の
論
を
決
定
し
た
基
礎
の
上
に
、
此
論
は
立
つ
筈
だ
つ
た
の

だ
。
其
が
、
毫
も
出
来
て
居
な
い
。
其
上
未
練
を
添
へ
れ
ば
、
此
論
文
の
、

主
題
と
し
た
「
し
」
の
領
格
語
尾
と
し
て
の
成
立
を
す
ら
、
存
分
に
言
ひ
立

て
る
事
の
出
来
な
い
で
了
う
た
事
で
あ
る
。

唯
、
私
の
学
問
を
長
く
慈
愛
の
目
で
瞻
続
け
て
来
て
下
さ
れ
た
金
沢
先
生
は
、

か
う
し
た
論
文
か
ら
も
、
書
か
れ
て
ゐ
な
い
結
論
を
見
出
し
て
下
さ
る
こ
と
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ゝ
、
信
じ
も
し
、
甘
え
も
し
て
、
文
を
と
ぢ
め
る
こ
と
を
許
し
て
頂
く
の
で

あ
る
。
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