
複
文
前
句

に
お
け
る

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
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山

ロ

堯

二

一

は
じ
め
に

二

代
理
性
の
高

い
用
法
と
の
差

三

複
文
類
型
別

「あ
り
」

の
朧
化
用
法

三
の

一

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型

三
の
二

・「
…
…
し
も
あ
れ
」
型

三
の
三

「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型

三
の
四

「
…
…
だ
に
あ
る
を
」
型

三
の
五

「
…
…
さ

へ
あ
る
に
」
型

四

衰
退
理
由
と
近
代
語

の
類
義
表
現

古
代
語
の
動
詞

「あ
り
」

に
は
、
対

比
的
な
構
造

の
複
文
に

お
い
て
後
句
の
事
態

・
程
度
な
ど
を
強

調
す
る
た
め
、
前
句
の

述
語

に
お
い
て
そ
の
具
体
的
実
質
的
な
意
味
を
朧
化
す
る
と
見

て
よ
い
用
法
が
あ
る
。
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

動
詞

「あ
り
」

の
上
に
位
置
し
て
後
句

と
の
対
比

に
そ
な
え
る

係
助
詞

・
副
助
詞
と
、
両
句

の
接
続
形
式
と
を
指
標
と
し
て
、

そ
の
用
法
の
認
め
ら
れ
る
複
文
構
造
を
、
「…
…
は
あ
れ
ど
」

型
、
「
…
…
し
も
あ

れ
」
型
、
「…
…
こ

そ
あ

れ
」
型
、
「…
…

だ

に
あ
る
を
」
型
、
「
…
…
さ

へ
あ
る

に
」
型

に
区
別

し
、
各

型

に
お
け
る
両
句
の
類
義
性

・
対
義
性
、
後
句

へ
の
展
開
に
お

け
る
飛
躍
の
有
無
、
時
代
的
分
布
な
ど
を
検
討
し
た
。
近
代
語

で
は
衰
退
す
る
が
、
そ
の
用
法
が
古
代
語
を
中
心
に
維
持
さ
れ

た
理
由
と
、
そ
れ
に
取

っ
て
替
わ

っ
た
近
代
語

の
類
義
表
現
の

存
在
に
も
言
及
し
た
。



一
、
は
じ
め
に

古
代

語
の
動
詞

「あ
り
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
対
比
的
な
構
造

の

複
文
の
文
脈
に
依
存
し
て
、
具
体
的
実
質
的
な
意
味
を
は

っ
き
り
さ

せ
な

い
ま
ま
、
き
わ
め
て
形
式
的
に

一
つ
の
状
態
な
ど
を
漠
然
と
暗

示
す
る
と
見
う
る
用
法
が
あ
る
。
動
詞

「あ
り
」
を
述
語
と
す
る
成

分
関
係

の
主
要
部
に
傍
線
を
付
す
。

ω
雁

な
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
海
辺
に
す
み
よ
し
の

浜

(伊
勢

・
六
十
八
)

こ
の
例

の

「あ
れ
ど
」
を
、
手
近
の
注
釈
書
は
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「あ
れ
ど
」
は

「
お
も
し
ろ
く
は
あ
れ
ど
」
の
意
か
。
「住

み

よ

か
ら
ず
あ
れ
ど
」

の
意
と
す
る
説
も
あ
る
。
(大
系
頭
注
)

「あ
れ
ど
」
は

「
お
も
し
ろ
く
あ
れ
ど
」
の
意
。
〈
頭
注
〉
雁

が
鳴

い
て
、
菊
の
花
が
咲
く
秋

の
風
光
も
よ
い
が
、
そ
れ
に
も

ま
し
て
春

の
海
辺
に
住
ん
だ
ら
よ
い
な
あ
、
と
思
え
る
住
吉
の

浜
だ

〈
現
代
語
訳
〉

(全
集
)

右

の
二
つ
の
注
釈
書
の
解
釈
に
は
共
通
し
て

「
お
も
し
ろ
く
」
と

い
う
語
が
補
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
文
の
前
後

に
そ
れ
が
明
示

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば

一
応

意
味
が
通
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、
そ
れ
以
外
に
解
釈

の
し
よ
う
が
な

い
と
は
言
え
ま
い
。

例
ω

の
よ
う
に
係
助
詞

「は
」
が

「あ
り
」

の
上
に
位
置
し
、
接

続
助
詞

「
ど
/
ど
も
」
で
後
句
に
続
く
複
文
に
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
か
な
り
の
類
例
が
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
を
照
合
す
れ
ば
、
こ
の
タ
イ

プ
の
類
例
の
場
合
、
そ
の

「
お
も
し
ろ
く
」
に
相
当
す
る
具
体
的
実

質
的
な
意
味
を
、
文
脈
上
ど
の
よ
う
に
導
け
ば
よ
い
か
と

い
う
、
解

釈
の
技
術
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
共
通

の
認
識
も
か
な
り
で
き
て
は

い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
解
釈
上
そ
の
よ
う
に
我
々
の
手
を
煩
わ
せ

る
表
現
法
を
、
個
々
の
表
現

の
解
釈
と
い
う
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
ず
、

そ
の
時
代

の

「あ
り
」
に
認
め
ら
れ
て
い
た

一
つ
の
用
法
と
い
う
観

点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
と
、
併
せ
て
考
察

の
対
象

に
す
べ
き
表
現

法
が
、
ほ
か
に
も

い
ろ
い
ろ
あ
る
。
「
は
」
と
同
様

の
位
置
に
助
詞

の

「
こ
そ
」
「し
も
」
「
だ
に
」
「
さ

へ
」
が

共
起
す
る
複
文
の
場
合

が
そ
れ
で
あ
る
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
「あ
り
」
の
上

に
位
置
す
る
そ
れ
ら
の

助
詞
の
違

い
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
点
も
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
の
助
詞
が
共
起
す
る
複
文

に
お
い
て
も
、
「あ
り
」
の
用
法

が
そ
の
複
文

に
お
け
る
両
句
の
対
比
的
構
造
に
依
存
す
る
傾
向
は
共

通
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
各
形
式

に
お
け

る

「あ
り
」

の
表
現
性
を
ま
と
め
て
検
討

し
、
そ
の
各
複
文
構
造
に

依
存
す
る

「あ
り
」
の
用
法
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　ユ
　

本
稿
に
取
り
上
げ
る
表
現
法
に
関
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
上
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に
共
起
す
る
特
定
助
詞
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
表
現
を
ど

う
解
釈
す
れ
ぼ
よ
い
か
を
探

っ
た
も
の
で
あ
る
。
係
助
詞

「
こ
そ
」

と
共
起

す
る
タ
イ
プ

の
例
に

つ
い
て
は
、
「あ
り
」
の
用
法
と

い
う

観
点
か
ら
の
整
理
を
め
ざ
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
狭
義
の
係
り
結
び

に
な
る
単
文

の

「
あ
り
」
ま
で
含
め
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
た
め
、

複
文
構
造
と
の
関
連
は
か
え

っ
て
軽
視
さ
れ
る
結
果
に
終
わ

っ
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
本
稿

の
企
て
る
い
わ
ば
総
合
的
な
立
場
か
ら
の

立
論
に
は
、
ま
だ
先
行
研
究
と
呼

べ
る
も
の
は
な
い
。

二
、
代
理
性
の
高

い
用
法
と
の
差

こ
れ

ま
で
の
研
究
で
も
、
個
別
的

に
は
複
文
構
造
と
の
関
連

に
も

注
意
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
従
来
の
研
究
で
は
、

本
稿
の
対
象
と
す
る

「
あ
り
」
の
表
現
性
も
、
た
だ
文
脈
に
依
存
す

る
用
法

と
い
う
程
度

の
認
識

に
お
い
て
、
そ
れ
以
外

の
文
構
造

の

「あ
り
」
と
同
列
に

一
括
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
本
稿

の
対
象
と
す
る
複
文
構
造

に
依
存
し
た

「あ
り
」

に
つ
い

て
は
、

そ
の
文
脈
に
依
存
す
る
と
い
う
、
依
存
性

に
つ
い
て
、
い
わ

ば
そ
の
内
実

に
も
立
ち
入
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、

回
り
道
を
す
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
ま
ず
対
比
的
な

複
文
構
造
と
は
異
な
る
文
脈
に
依
存
す
る
と
見

て
よ
さ
そ
う
な

「あ

り
」
の
例

に
つ
い
て
、
そ
の
依
存
性

の
特
徴
を

一
見
し
、
以
て
複
文

構
造
に
依
存
す
る
場
合

の
依
存
性
と
の
違

い
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
よ
う
と
思
う
。

例
ω
の

「あ
り
」
は
、
原
文
の
前
後
に
何
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い

の
に
、
「
お
も
し
ろ
く
」
と
い
う
語
を
補

っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
が
、

そ
の
他
の
文
構
造

へ
の
依
存
が
認
め
ら
れ
る

「あ
り
」
に
は
、
補
う

べ
き
語
が
も

っ
と
は

っ
き
り
し

て
い
る
例

が
あ

る
。
ω

に
お
け
る

「あ
り
」

の
文
脈

へ
の
依
存
の
し
か
た
を
探
る
た
め
に
も
、
比
較
の

対
象
と
し
て
、
次
に
そ
の
よ
う
な
例
を
取

り
上
げ

て
み
よ
う
。
動
詞

「あ
り
」
を
核
と
す
る
文
節
に
傍
線
を
付

し
、
意
味
上
そ
れ
が
依
存

す
る
文
脈
の
主
要
部
は
傍
点
を
付
し
て
示

す
。

②

「
い
づ
ら
、
は
や
寝
給

へ
る
か
」
と
言

ひ
笑
ひ
て
、
人
わ
ろ
げ

な
る
ま
で
も
あ
れ
ど
、
岩
木
の
ご
と
し
て
明
か
し
つ
れ
ぼ
、

つ

と
め
て
物
も

い
は
で
帰
り
ぬ
。
(蜻
蛉

・
中

・
天
禄
二
年
)

②
の

「あ
れ
ど
」
は
、
先
行
文
脈

「言

ひ
笑
ひ
て
」
に
依
存
す
る

も
の
と
み
て
、
「言

ひ
笑

ひ
て
あ
れ
ど
」

の
意

に
理
解

で
き
る
。
そ

う
見
れ
ば
、
こ
の

「
あ
り
」
の
用
法
は
、
動
詞
な
が
ら
意
味
上
む
し

ろ
そ
の
補
助
動
詞

の
用
法
に
寄
せ
て
、
先
行
文
脈
に
依
存
し
な
が
ら

そ
の
事
態

の
継
続
性
を
表
す
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
依

存
す
る
語
が
直
上
に
来
る
い
わ
ゆ
る
補
助
動
詞

「あ
り
」
の
用
法
も
、

動
詞
の

「あ
り
」
が
こ
の
よ
う
に
先
行
文
脈

に
依
存
す
る
用
法
に
こ

そ
、
そ
の
成
立
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は

「
て
あ

り
」
の
約
と
し
て
の
助
動
詞

「た
り
」
の
成
立
に
も
通
じ
る
見
方
で

あ
る
。
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ま
つ
り

み
そ
ぎ

㈹

い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
。
祭

・
禊
な
ど
、
す
べ
て
男
の
物

見

る

に
、
た
だ

ひ
と
り
乗
り

て
見

る
こ
そ
あ
れ
。

(三
巻
本

枕

・
い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
も
の
)

右

の
傍
線
部
な
ど
も
、
先
行
文
脈
の

「
い
み
じ
う
心
づ
き
な
き
」

に
依
存

し
て
、
動
詞
な
が
ら

「
い
み
じ
う
心
づ
き
な
く

(は
)
あ

れ
」
な

い
し

「
い
み
じ
う
心
づ
き
な
け
れ
」
の
意
を
代
理
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の

「
あ
り
」
も
、
先

行
文
脈

に
依
存
し
な
が
ら
意
味
上
そ
の
補
助
動
詞
に
寄
せ
て
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。
「心
づ
き
な
け
れ
」
な
ど
の
形
容
詞
已
然
形

に
は

そ
れ
自

体
に

「あ
り
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
「
い
み

じ
う
心
づ
き
な
け
れ
」

の
意
を
代
理
し
て
い
る
と
見
れ
ぼ
、
先
行
文

脈

へ
の
依
存
性
は
さ
ら
に
高
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、

別

に

「
こ
そ
あ
れ
」
を

「
に
こ
そ
あ
れ
」
の
意
と
見
て
し
ま
う
解
釈

法
も
あ

っ
て
、
そ
れ
も
不
可
能
と
は
言
い
切
れ
な

い
が
、
「た
だ
ひ

と
り
乗
り
て
見
る
」
が
文
脈
の
助
け
を
要
す
る
準
体
句
で
あ
る
だ
け
、

「
に
」

の
省
略
は
む
ず
か
し
い
は
ず
で
あ
る
。

形
は
動
詞
の

「あ
り
」
で
も
、
例
②
㈹
の
そ
れ
の
よ
う
に
先
行
文

脈
に
依

存
し
、
意
味
上
そ
の
補
助
動
詞
に
寄
せ
て
理
解

で
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の

「あ
り
」
に
具
体
的
実
質
的

な
意
味

の
代
理
性
が
顕
著
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、

そ
の
語
義
的
な
輪
郭
が
明
瞭
だ
と
も
言
え
よ
う
。

先
行
文
脈
に
依
存
す
る

「あ
り
」
の
例
を
も
う

一
つ
示
す
。
消
息

文
な
ど
の
引
用
に
用

い
ら
れ
る

「と
あ
り
」
と
い
う
言

い
方
は
、
係

助
詞

の
介
入
す
る

「
と
そ
あ
る
」
や
、
「
と
」
を
含
む

「な
ど
」
と

共
起
す
る
場
合
も
含

め
て
慣
用
度
が
高

い
。
そ

の
先
行
文
脈
に
は

「文
」
「返
り
事
」
「言
ひ
て
」
な
ど
の
語
句
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
る
が
、
古
代
語
で
は

「言
ふ
」
な
ど
の
限
定
さ
れ
た
言
い
方

の
代
理
と
し
て
慣
用
さ
れ
る
度
合

い
が
高

い
か
ら
、
次
の
よ
う
に
文

脈
上
そ
れ
ら
の
語
句
の
明
示
が
な

い
場
合

で
も
、
直
上
に
引
用
文
ら

し

い
語
句
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
補
助
動
詞

に
寄
せ
て

「
言
ひ
て
あ

り
」
な
ど
の
極
め
て
限
ら
れ
た
意
に
理
解

で
き
る
。

ω
横
川
に
も
の
す
る
こ
と
あ
り
て
、

の
ぼ
り
ぬ
る
人
、
「雪

に
ふ

り
こ
め
ら
れ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
恋

し
き
こ
と
お
ほ
く
な
ん
」

と
あ
る
に
つ
け
て
、

(蜻
蛉

・
上

・
天
暦
八
年
)

そ
れ
だ
け

「
と
あ
り
」
に
お
け
る

「あ

り
」
の
意
味
は
、
語
義
的

に
捉
え
や
す
く
、
「
(発
言
が
)
あ
る
。
言
う
。」

(『古
語
大
辞
典
』)
、

「助
詞

「と
」
を
受
け
て
発
話
を
あ
ら
わ
す
こ
と
も
あ

る
。
」
(『角

川
古
語
大
辞
典
』
)
の
ご
と
く
、
辞
典
類

に
も
語
義
の

一
つ
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
。

ω

の
例

の

「
あ
れ

ど
」
に

つ
い
て
も
、
し
た

が

っ
て
、
も
し

「
…
…

は
あ
れ
ど
」
な
ど
の
形

で

「あ

り
」
が

「
お
も
し

ろ
く
あ

り
」
の
意
で
慣
用
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

の
な
ら
別
だ
が
、
後
述
す

る
類
例

に
照
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
「
お
も

し
ろ
く

(は
)
あ
れ
ど
」
と
い
う
ω
の
解

釈
は
、
例
ω
の
よ
う

に
慣
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用
度

の
高
さ
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

例
ω

の
動
詞

「あ
り
」

の
解
釈
が
、
例
②
㈹
の
よ
う
に
文
脈

に
明

示
さ
れ
た
語
句
と
の
直
接
関
係
で
決
ま
る
の
で
も
な
く
、
例
ω

の
よ

う
に
共
起
す
る
語
と
の
慣
用
度
の
高
さ
に
よ

っ
て
決
ま
る
の
で
も
な

い
と
す
れ
ば
、
「
お
も
し
ろ
く

(は
)
あ
れ
ど
」
と

い
う
注
釈
書

の

解
釈
に
は
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
の
妥
当
性

・
的
中
性
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
係
助
詞

「
は
」
と
共
起
す

る
例

の

み
の
問
題

で
は
な

い
。
他

の

「
こ
そ
」
「
し
も
」
「だ

に
」

「
さ

へ
」
な
ど
の
助
詞
が
共
起
す
る
場
合
の

「あ
り
」
を
含
め
て
も
、

対
比
的

な
後
句
に
続
く
複
文
の
前
句
に
位
置
す
る

「あ
り
」
の
表
現

性
は
、

す
べ
て
対
比
的
な
複
文

の
構
造
に
依
存
す
る
が
、
そ
の
場
合

の

「
あ
り
」
に
つ
い
て
は
、
先

の
補
助
動
詞

に
寄
せ
て
理
解
で
き
た

例
②
㈹

ω
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
特
定
の
語
義

の
代
理
性
、
言
い
換
え

れ
ば
、
「
あ
り
」
で
代
理
さ
れ
て
い
る
語
義
の
明
確
さ
は
全
体

と
し

て
む
し
ろ
認
め
が
た
く
、
そ
の
意
味
の
取
り
方
は
多
か
れ
少
な
か
れ

揺
れ
る

こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
複
文
前
句
の
そ
の
よ
う
な

「あ

り
」
に
は
、
後
句

の
事
態
を
対
比
的
に
強
調
す
る
手
段
と
し
て
、
旦
ハ

体
的
実
質
的
な
意
味
の
限
定

・
明
示
を
む
し
ろ
回
避
し
、
そ
の
述
語

と
し
て
の
表
現
を
朧
化
す
る
表
現
性
こ
そ
め
だ

つ
の
で
あ
る
。
全
体

と
し
て
特
定
語
義

の
代
理
性
が
認
め
に
く
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
手

段
性
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、

一
口
に
そ
の
意
味

の
理
解
が
文
脈
に
依
存
す
る
と
い

っ
て
も
、
そ
の
依
存
性

に
は
、
不
要
な
重
複
を
避
け
た
結
果
に
過
ぎ

な
い
場
合
と
、
よ
り
意
図
的
に
意
味

の
限
定

・
明
示
を
回
避
す
る
朧

化
的
な
表
現
法
の
結
果
で
あ
る
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
特
定
語
義

の
代
理
性

が
高
く
、
し
た
が

っ
て
、

解
釈
上
意
味

の
限
定
が
容
易
で
あ
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、

一
般

に
そ
の
意
味
が
不
定
的
に
な
り
や
す
く
、
強

い
て
限
定
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
の
限
定

の
し
か
た
は
む
し
ろ
揺

れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が

多

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
比
的
な
複

文
の
前
句

に
お
け
る
問
題

の

「
あ
り
」
の
用
法
は
、
そ
の
後
者
で
あ

っ
て
、
前
者
と
同
列
に
見

て
は
な
ら
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
よ
う
な
立
論
を
め
ざ
し
て
、
問
題

の

「あ
り
」

の
用

法

に
関

わ
る
と
見
ら
れ
る
複

文
形
式

の
類
型
を
、
「あ

り
」
の
上

(多
く
は
直
上
)
に
位
置
す
る
助
詞
と
、
複
文
を
構
成
す
る
接
続
形

式
と
を
指
標
と
し
て
区
別
し
、
そ
の
類
型

の
別
に
複
文
形
式

に
お
け

る

「あ
り
」

の
文
脈
依
存
的
な
表
示
性
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す

る
。

三
、
複
文
類
型
別

「あ
り
」
の
朧
化
用
法

三
の

一
、
「…
…
は
あ
れ
ど
」
型

ま
ず
、
前
掲
の
例
ω

の
よ
う
に
係
助
詞

「
は
」
が

「
あ
り
」
の
上

に
位
置
す
る
複
文
形
式

の
場
合
か
ら
検
討

す
る
。
そ
の
形
式
を
構
成
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す
る
接
続
助
詞
に
は
、
「ど
」
ま
た
は

「ど
も
」
の
用

い
ら
れ
た
も

の
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
他
の
複
文
形
式
と
区
別
す
る
た

め
、
係

助
詞

「
は
」
が

「あ
り
」
の
上
に
位
置
し
、
接
続
助
詞

「
ど

/
ど
も
」
を
接
続
形
式
と
す
る
複
文
形
式
を
、
「…
…
は
あ
れ
ど
」

型
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
に
属
す
る

「あ
り
」

の
用
法
に
は
、
ほ
か

に
も
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

一
部
を
除
い
て
、
多
く
は

「は
」
が

「あ
り
」

の
直
上
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、

い
ず
れ
も
和
歌
な
い

し
は
歌
謡

の
例
で
あ
り
、
散
文
の
例
は
見
出
せ
な
い
。
時
代
的
に
は

上
代
の
例
が
中
心
に
な
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
以
下
、
例
ω

の
場

合
同
様
、
動
詞

「あ
り
」
を
述
語
と
す
る
成
分
関
係
の
主
要
部
に
傍

線
を
付

し
て
示
す
。

⑤
赤
玉
の
光
は
あ
り
と
人
は
言

へ
ど

〈比
訶
利
播
阿
利
登
比
郵
播

よ
そ
ひ

た
ふ
と

伊
珮
耐
〉
君
が
装
し
貴
く
あ
り
け
り

(日
本
書
記

・
神
代
下

・

歌
謡
六
)

つ
く

ば

ね

に
ひ
ぐ
は
ま
よ

み

・
筑
波
嶺
の
新
桑
繭
の
衣
は
あ
れ
ど

〈
伎
奴
波
安
礼
杼
〉
君
が
御

け
し

き

ほ

衣
し
あ
や
に
着
欲
し
も

(万
葉

・
十
四

・
三
三
五
〇

・
東
歌
)

ふ
る
さ
と

・
故
郷
の
飛
鳥
は
あ
れ
ど

〈飛
鳥
者
雖
レ有
〉
あ
を
に
よ
し
奈
良

あ

す

か

の
明
日
香
を
見
ら
く
し
良
し
も

(万
葉

・
六

・
九
九
二
)

こ
ろ
も

・
妹

と
あ
り
し
時
は
あ
れ
ど
も

〈時
者
安
礼
杼
毛
〉
別
れ
て
は
衣

で手
寒
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る

(万
葉

・
十
五

・
三
五
九

一
)

ま
ら

・
薬
師
は
常
の
も
あ
れ
ど

〈久
須
理
師
波
都
祢
乃
母
阿
礼
等
〉
賓

ひ
と

め

客
の
今
の
薬
師
貴
か
り
け
り
賞
だ
し

か
り
け
り

(仏
足
石
歌

・

一
五
)

お
ほ

を

・
大
ひ
れ
や
小

ひ
れ

の
山

は

や

寄

り
て
こ
そ
寄
り
て
こ
そ

よ

山
は
良
ら
な
れ
や

遠
目

は
あ
れ
ど

〈
止
保
女
者
安
礼

止
〉

(東
遊
歌

・
八
)

・
み
ち
の
く
は
い
つ
く
は
あ
れ
ど
し
ほ
が
ま
の
浦
こ
ぐ
舟
の
つ
な

で
か
な
し
も

(古
今

・
東
哥
)

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
に
属
す
る
ω
お
よ
び
⑤
の
諸
例

の
間
に
は
、

係
助
詞

「は
」
お
よ
び
接
続
助
詞

「ど
/

ど
も
」
が
そ
ろ

っ
て
共
起

し
て
い
る
こ
と
以
外

に
も
、
重
要
な
共
通
点
が
あ
る
。
接
続
さ
れ
た

後
句
の
述
語
な
い
し
述
語
相
当
と
見
な
せ
る
も
の
が
、

い
ず
れ
も
形

容
詞
、
も
し
く
は
形
容
詞
的
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。
例
㈲

の
第

一
例

の

「貴
く
あ
り
け
り
」
、
第
二
例
の

「着
欲
し
も
」
、
第
三
例

の

「良

し
も
」
、
第
五
例

の

「貴
か
り
け
り

・
賞
だ
し
か
り
け
り
」
、
第
七
例

の

「
か
な
し
も
」
は
、
ま
さ
に
形
容
詞
を
核
と
す
る
述
語
で
あ
り
、

第
四
例
の

「寒
き
も
の
に
そ
あ
り
け
る
」
も
形
容
詞

「寒
し
」
を
核

と
す
る
述
語

に
相
当
し
て
お
り
、
第
六
例

の

「良
ら
な
れ
」
も
、
形

容
詞
的
な

「良
ら
」
を
核
と
し
た
述
語

で
あ
る
。
前
掲
の
例
ω

の
後

句

「春
の
海
辺
に
す
み
よ
し
の
浜
」
で
も
、
地
名

の

「す
み
よ
し
」

を
掛
け
て
は
い
る
が
、
形
容
詞

「住
み
良
し
」
こ
そ
が
前
句
と
の
対

比
に
お
い
て
述
語

に
な

っ
て
い
る
。

「
…
…

は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式

で
は
、
こ
の
よ
う
に
後
句

の
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述
語
な

い
し
述
語
相
当
の
も
の
が
、
形
容
詞
か
形
容
詞
的
な
語
句

か

で
あ
り
、
「あ
り
」
を
述
語
と
す
る
前
句

と
、
そ
の
よ
う
な
後
句
と

の
意
味
関
係
は
い
ず
れ
も
対
比
的
で
あ
る
。
「
あ
り
」

の
上

に
位
置

す
る
係
助
詞

「
は
」
も
、
そ
の
よ
う
な
両
句
の
対
比
に
そ
な
え
た
も

の
と
見
う
る
か
ら
、
そ
の

「あ
り
」
が
担
う
意
味
は
、
主
と
し
て
そ

の
後
句

の
述
語
な
い
し
述
語
相
当
の
、
形
容
詞
や
形
容
詞
的
な
語
句

と
の
対

比
に
最
も
依
存
し
て
い
る
と
見
て
よ

か
ろ
う
。
「…
…
は
あ

れ
ど
」
型
の
複
文
形
式

に
お
け
る

「
あ
り
」
の
用
法
は
、
そ
の
意
味

で
、
先
述
の
例
②
⑧
ω

の
場
合
に
比

べ
て
、
後
続
文
脈

へ
の
依
存
性

を
こ
そ
特
徴
と
し
て
い
る
。
例
ω
の

「あ
り
」

の
解
釈
が
、
②
㈹
の

「あ
り
」
の
よ
う
に
、
文
脈
に
明
示
さ
れ
た
語
句
と
の
直
接
関
係
で

も
決
ま
ら
ず
、
ω
の

「
あ
り
」
の
よ
う
に
、
共
起
す
る
語
と
の
慣
用

に
よ

っ
て
も
決
ま
ら
な
い
の
は
、
主
と
し
て
こ
の
後
続
文
脈

へ
の
依

存
性
と
、
後
句
の
強
調
を
目
的
と
す
る
手
段
性

に
起
因
す
る
こ
と
な

の
で
あ

る
。

例
ω

お
よ
び
⑤

の
諸
例
に
お
け
る
複
文
両
句

の
意
味
関
係
を
探
れ

ば
、
前
句

の

「あ
り
」
が
暗
示
す
る
意
味
と
、
後
句
の
述
語
な

い
し

述
語
相

当
で
あ
る
形
容
詞
な
ど
が
意
味
す
る
状
態
や
評
価
と
の
間

に

は
、

い
ず
れ
も
普
通
と
高
度
と
言
え
る
よ
う
な
程
度
差

に
お
い
て
、

両
句
の
状
態
や
評
価
が
対
比
的
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
が
見
出
せ
よ

う
。
こ

の
よ
う
な
複
文
両
句

の
意
味
関
係

に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
拙

　こ

著

『古

代
接
続
法
の
研
究
』
で
も
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

一
般
と
特
殊
を
対
比
す
る
場
合
の
前
句
は
、
次

の
よ
う

に
そ
の
述
語
が
担
う

べ
き
実

質
的
意
義
を
文
脈

(後

句
)
に
委
ね
、
「…
…
は
あ
れ
ど

(も
)」
と
形
式
的
な
述
語
だ

け
を
と

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。

筑
波
嶺
の
新
桑
繭
の
衣
は
あ
れ
ど

(杼
)
君
が
御
衣
し
あ

や
に
着
欲

し
も

(万
葉

・
十

四

二
二
一二
五
〇

・
東
歌
)

(以
下
、
四
例
の
引
用
例
、
中
略
)

こ
れ
ら
の
前
句
は
そ
の
表
層
に
お

い
て
実
質
的
な
意
味
を
明

示
し
て
は
い
な
い
か
ら
、
た
と
え
ば

、
「
…
…
は
と
も
か
く
」

と
い
う
よ
う
な
現
代
語
の
言

い
方
に

一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。

一
般
と
特
殊
の
対
比
的
表
現
で
あ
る
か
ら
、
前
句
の
事
態

は
本
来
後
句
と
共
通
性
を
も
ち
な
が
ら
、
価
値
的

に
は
よ
り

一

般
的
で
問
題

に
な
ら
な
い
も
の
と
見

ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次

の
よ
う
に
両
句
の
現
実
的
な
意
味

が
反
対
に
取
れ
そ
う
な
例

も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
表
層
的
に
は
こ
の
前
句
も
衣
手
の
寒
さ

に
お
い
て
問
題
に
な
ら
な
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。妹

と
あ
り
し
時
は
あ
れ
ど
も
別
れ
て
は
衣
手
寒
き
も
の
に

そ
あ
り
け

る

(万
葉

・
十
五

・
三
五
九

一
・
遣

新
羅
使

人
)

こ
こ
に
い
う

=

般
と
特
殊
」
は
、
程
度
差

に
関
す
る
そ
れ
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
の
明
示
を
欠
い
た
点

で
は
、
今
か
ら
す
れ
ば
少
し
説
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明
不
足

を
感
じ
る
が
、
「
…
…

は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式
に
お
け

る
対
比
が
、
肯
否
や
正
負
な
ど
の
意
味
で
単

に
対
立
す
る
も
の
同
士

の
そ
れ

で
は
な
い
と
考
え
た
基
本
線

に
は
変
更

の
必
要
を
認
め
な

い
。

前
句

の
述
語
と
し
て

「
あ
り
」
が
担
う
意
味
と
後
句
の
述
語
の
意
味

と
の
関
係
も
、
し
た
が

っ
て
単
に
対
義
的
な
の
で
は
な
い
。
後
句
と

の
対
比

が
程
度
差
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
以
上
、
「あ
り
」
の
担

う
状
態

的
意
味

に
つ
い
て
は
、
後
句
と
の
関
係
に
お
い
て
類
義
的
に

捉
え
る
こ
と
こ
そ
む
し
ろ
肝
要
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
大
系
本
の

頭
注
が
紹
介
す
る

「住
み
よ
か
ら
ず
あ
れ
ど
」
の
意
と
す
る
、
た
ん

に
対
義
的
な
解
釈
は
、
そ
の
点

の
誤
解
に
基
づ
く
も

の
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
普
通
と
高
度
と
い
う
程
度
差

の
対
比
性

に
立
脚
す
れ

ば
、
例
ω

の
前
句
の

「雁
な
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど
」
も
、

一
般
的

な
普
通
の
状
態

・
評
価
を
担
い
、
後
句

の

「春

の
海
辺
に
す

み
よ
し

の
浜
」
の
住
み
良
さ
こ
そ
、
取
り
立
て
て
言
う

べ
き
特
殊
な

高
度

の
状
態
で
あ
り
、
真

に
評
価
で
き
る
も
の
と
し
て
対
比
さ
れ
て

い
る
と

言
え
よ
う
。
例
ω

の
解
釈

の

「
お
も
し
ろ
く

(は
)
あ

れ

ど
」
と

い
う

「お
も
し
ろ
く
」
も
、
後
句
に
お
い
て
対
比

の
焦
点
に

な

っ
て
い
る

「住

み
良
し
」
を
、
取
り
立
て
て
言
う
べ
き
特
殊

で
高

度
の
あ
り
よ
う
と
し
、
そ
れ
と
対
比
的

に

「住
み
良
し
」
と
い
う
ほ

ど
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
類
義
的
で
、
も

っ
と

一
般
的
な
普
通
の
状

態
や
評
価
を
担
え
る
語
と
い
う
条
件
に

一
応
叶

っ
て
い
る
。

た
だ

し
、
例
①

の
諸

注

の
よ
う
に
、
「
お
も
し
ろ
く

(は
)
」
を

「
あ
れ
ど
」

に
補

い
、
「
あ
り
」
を
補
助
動
詞

に
寄
せ
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
説
明
法

に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
う
が
初
心
者
に
も
わ
り
や

す
か
ろ
う
と

い
う
便
宜
を
除
け
ぼ
、
必
ず

し
も
必
要
と
は
言
え
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型

の
後
句

で
こ
そ
、
述
語
な
い
し

述
語
相
当
の
語
句
が
形
容
詞
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
後
述

す
る
他

の
型
に
お
い
て
は
、
後
句

の
述
語

が
形
容
詞
的
な
も
の
に
は

限
ら
れ
な
い
。
複
文
前
句
に
お
け
る
こ
の
種

の

「あ
り
」
を
補
助
動

詞
寄
り
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
類
似
の
用
法

の
す
べ
て
に
適
用
で
き

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
他
の
型
に
お
け
る
用

法
と
の
共
通
性
も
重
視
す
れ
ば
、
こ
の
型

の
例
ω

の
場
合
も
、
後
句

の
述
語
の
形
容
詞
的
な
も
の
と
の
関
係

で

「あ
り
」
の
暗
示
す
る
実

質
的
意
味
が
形
容
詞

「
お
も
し
ろ
し
」
に
当
た
る
と
見
る
な
ら
、
こ

こ
は

「
お
も
し
ろ
け
れ
ど
」
の
意
と
、
よ
り
端
的

に
そ
の
該
当
す
る

意
義

を
指
摘
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ

で
他

の
型
の
場
合
を
含

め
た

「あ
り
」
の
意
味

の
捉
え
方
と
し
て
、
む
し
ろ
整
合
性
が
得
ら
れ
る
。

ま
た
、
「住
み
良
し
」
に
対
し
て
類
義
性

を
も
ち
、
よ
り

一
般
的

で
普
通
の
状
態

・
評
価
を
担
え
る
形
容
形

は
、
「
お
も
し
ろ
し
」

に

限
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
は
言
え
な

い
。
そ
の
形
容
詞

は

「よ
し
」
と
捉
え
て
も
、
何
も
不
都
合

は
生
じ
な

い
。
ま
た
、
対

比
の
焦
点

に
な
る
後
句

の
語
句
に
対
し
て
類
義
性
を
も
ち
、
よ
り

一

般
的
な
普
通
の
状
態

・
評
価
を
担
え
る
語

は
、
後
句
の
そ
れ
が
形
容

詞
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
形
容
詞
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
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ま
い
。
個
々
の
例
の
訳
し
方
の
適
切
度
な
ど
と
は
別
に
、
こ
の
種
の

「あ
り
」

一
般
の
意
味

の
捉
え
方

の
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
言
え

ば
、
す

で
に
引
用
し
た
か

つ
て
の
言
及
の
よ
う
に

「
…
…
は
と
も
か

く
」
で
言

い
換
え
て
、
「
…
…
秋
の
趣
は
と
も
か
く
」
で
も
よ
い
し
、

不
定
詞

「何
」
を
用
い
て

「
…
…
秋
の
趣
も
な
ん
だ
が
」
と
言
葉
を

濁
す
訳

を
し
て
も
、
十
分
そ
の
表
現
の
理
解
は
成
り
立

つ
。
と
い
う

よ
り
、

「あ
り
」
の
表
現
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
訳
し
方
の
ほ
う

が
む
し
ろ
適
切
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
「…
…
は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式
の

「あ
り
」
は
、

普
通
と
高
度
の
程
度
差
の
対
比
に
お
い
て
、
後
句
の
焦
点
と
な
る
状

態

・
評
価
と
類
義
性
を
も

つ
意
味
を
、
そ
の
文
脈
に
依
存
し
て
婉
曲

に
漠
然
と
暗
示
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
例
ω

に
つ
い
て
見
て

き
た
よ
う
に
、
特
定
の
例

一
つ
の
解
釈

の
可
能
性
を
め
ぐ

っ
て
も
、

そ
の
類
義
的
意
味

の
範
囲
内

に
収
ま
る

「あ
り
」

の
意
味
の
捉
え
方

は
、
非
決
定
的
不
定
的
で
あ
り
、
揺
れ
る
こ
と
を
む
し
ろ
特
徴
と
し

て
い
る
。
例
②
㈹
ω
の

「
あ
り
」
に
先
述
し
た
語
義
的
な
捉
え
や
す

さ
と
は
、
そ
の
点
で
対
照
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式
の

「
あ
り
」
に
も
、

次

の
よ
う
に
む
し
ろ
語
義
寄
り
に

一
般
化
し
よ
う
と
し
た
解
釈
も
あ

る
。
こ
れ
は
前
掲
の
⑤

の
第

一
例

に
つ
い
て
の
注
で
あ
る
。

光

は
あ
り

赤
玉
の
光
は
美
し
い
、
の
意
。
ア
リ
は
元
来
存
在

す
る
意
の
動
詞
で
あ
る
が
、
転
じ
て
存
在
を
肯
定

・
容
認
す
る

意

に
も
用

い
ら
れ
る

(『古
事
記
編
』

一
一
二
頁

「あ
り
と
な

し
の
意
味

-

言
語

に
お
け
る
主
観

と
客
観

1

」
参
照
)
。

こ
こ
の
ア
リ
も
赤
玉
の
光
を
肯
定
す

る
意
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
赤
玉
の
光
は
美
し
い
、
結
構
だ
、
な
ど
と
意
訳
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
赤
玉
の
光
を
肯
定
し
た
上

で
、
し
か
し
君
の
装

い
は

そ
れ
以
上
に
美
し
く
貴

い
と
、
後
者

の
ほ
う
に
重
点
を
置
い
た

賞
揚

の
形
式

で
あ
る
。

(土
橋
寛

『古
代
歌
謡
全
注
釈
日
本
書

紀
編
』
)

こ
こ
に
述

べ
ら
れ
た

「存
在
を
肯
定

・
容
認
す
る
意
」
と
い
う
説

明
法
も
、
⑤

の
第
四
例

の

「妹
と
あ
り
し
時
は
あ
れ
ど
も
」
の
よ
う

に
、
「
は
」
で
提
示
さ
れ

る
の
が
主
語

で
な

い
場
合

に
は
、
そ
の

「存
在
」

の
意
味
が
わ
か
り
に
く
く
な
る
が
、
そ
の
こ
と
を
除
け
ぼ
、

「…
…
は
あ
れ
ど
」
型
の

「あ
り
」
の
用
法

に
は
ほ
ぼ
通
用
す
る
と

一
応
は
見
う
る
。
し
か
し
、
類
似
す
る

「
あ
り
」
の
用
法
は

「…
…

は
あ
れ
ど
」
型
以
外

の
後
述
す
る
型
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
型

以
外
の

「あ
り
」
の
同
様
な
暗
示
的
用
法

に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

し
、
通
用
す
る
説
明
法
で
も
な
い
。
そ
れ

に
、
拡
大
解
釈
を
す
れ
ば
、

否
定
表
現
を
除
く
表
現
は
、
「あ
り
」

に
限

ら
ず
、
大
方
何
か
の
肯

定

・
容
認
に
当
た
る
と
も
言
え
な
く
は
な

い
。
「存
在
を
肯
定

・
容

認
す
る
意
」
と
い
う
、
語
義
め
い
た
説
明
法
に
は
、
何
よ
り
も
そ
れ

が
当
て
は
ま
る
文
脈
上
の
条
件
と
そ
れ
に
基
づ
く
射
程
が
は

っ
き
り

示
さ
れ
て
い
な
い
点
が
問
題

に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
語
義
的
に
捉
え
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よ
う
と
す
る
立
場
で
そ
の
条
件

・
射
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
む
し
ろ
そ
の
立
場
自
体
を
解
消
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
と
い

う
の
が
筆
者
の
見
解
な
の
で
あ
る
。

複
文
前
句

の

「
あ
り
」
の
暗
示
的
用
法
に
は
、
目
的
に
お
い
て
後

句
に
示
さ
れ
る
判
断
を
際
立
て
る
た
め
の
手
段
と
い
う
性
格
が
総
じ

て
認
め
ら
れ
る
。
「…
…
は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式

に
お
け
る
そ

れ
も
、
前
句

の
状
態
や
評
価
自
体
を
積
極
的

に
問
題
に
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
両
句

の
対
比
に
は
後
句
の
状
態
や
評
価
を
強
調
す
る

た
め
の
手
段
と
い
う
面
が
強

い
。
他
を
際
立
て
る
た
め
の
そ
の
よ
う

な
手
段
性
か
ら
言
え
ば
、
例
ω
の
場
合
も
、
も
し
そ
の
原
文
が
類
義

的
な
形
容
詞

「
お
も
し
ろ
し
」
な
ど
で
前
句

の
状
態

・
評
価
を
明
示

し
て
あ

れ
ば
、
そ
の
対
比
は
相
対
的
に
よ
り
両
に
ら
み
の
表
現
に
な

り
、
後
句

の
状
態
や
評
価
の
高
度
性
を
強
調
す
る
手
段
と
し
て
の
意

味
あ

い
は
、
そ
れ
だ
け
薄
く
な
る
だ
ろ
う
。

⑤
の
第

一
例
に
は
、
た
ま
た
ま
次

の
よ
う
な
そ
の
異
伝

の
歌
が
あ

る
。
こ
の
異
伝
の
歌
も
そ
の
対
比

の
構
造
に
お
い
て
後
句
に
重
点
が

置
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
両
句

の
述
語
が
と
も
に
明
示
的
な
表
現

法
で
あ

る
点

か
ら
言
え
ば
、
表
現
意
図
に
お
い
て
こ
の
両
句

の
ほ
う

が
よ
り
対
等

の
表
現
で
あ
る
。

を

よ
そ
ひ

⑥
赤
玉
は
緒

さ

へ
光
れ
ど
白
玉

の
君
が
装
し
貴
く
あ
り
け
り

(古

事
記

・
上

・
歌
謡
七
)

そ
う
考
え
れ
ば
、
後
句
と
の
類
義
性
の
範
囲
内
で
不
定
的
で
も
あ

る
、
「あ
り
」
の
漠
然
と
し
た
暗
示
的
用
法

は
、
後
句

の
事
態
を
際

立
た
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
前
句

の
事
柄
は
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
末
梢
的
で
あ
り
、
問
題
外
で
あ
る
こ
と
を
も
併
せ
て
暗
示
し
よ
う

と
す
る
表
現
態
度

の
所
産
と
見
て
よ

い
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

語
義
的
に
捉
え
に
く
く
、
揺
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
、
こ
の
種

の

「あ
り
」
の
意
味
作
用
の
特
徴
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現
態
度
の
も
と

に
、
具
体
的
実
質
的
な
意
味

の
明
示
を
避

け
て
そ
の
述
語
と
し
て
の

表
現
を
朧
化
し
て
い
る
点
に
こ
そ
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
よ
う
な
理
解

に
立

っ
て
、
こ
の
種

の
複

文
形
式

の

「あ
り
」

の

用
法
を
、
朧
化
用
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

三
の
二
、
「
…
…
し
も
あ
れ
」
型

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
に
お
け
る

「あ

り
」
の
そ
れ
に
類
す
る
朧

化
用
法
は
、
助
詞

「し
も
」
と
共
起
す
る
複

文
の
前
句

に
も
認
め
ら

れ
る
。
「
し
も
」
と
共
起
す
る
そ
れ
に
は
、
古

い
已
然
形

に
よ
る
接

　ヨ
　

続
法
が
維
持
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
接
続
助

詞
は
現
れ
な
い
が
、
動

詞
巳
然
形
が
前
句

の
述
語
性
と
と
も
に
、
後
句

と
の
接
続
の
役
目
も

担

っ
て
複
文
を
構
成
す
る
の
で
、
こ
れ
も
複

文
前
句
の

「あ
り
」

に

認
め
ら
れ
る
用
法
と
い
う
点
で
は

「…
…

は
あ
れ
ど
」
型
の
そ
れ
と

共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。
助
詞

「し
も
」

と
共
起
す
る
複
文
形
式
は
、

「…
…
し
も
あ
れ
」
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。
助
詞

「
し
も
」
自
体

の
用
例
は
上
代
か
ら
あ
る
が
、
こ
の
型
に
お
け
る

「あ
り
」
の
用
法
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は
中
古
以
降

に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
助
詞
の
下
位
分
類
に
お
い
て
、
通
説
で
は

「
し
も
」
は
副

助
詞
と
見
ら
れ
る
が
、
「
あ
り
」
の
已
然
形
と
共
起
す
る

「
し
も
」

は
、
そ

の
接
続
形
式

が
係
助

詞

「
こ
そ
」
と
共
起

す

る
後

述

の

「…
…

こ
そ
あ
れ
」
型

に
通
じ
る
点
か
ら
も
、
問
投
助
詞
と
も
係
助

詞
と
も
言
わ
れ
る

「
し
」
と

一
体
化
し
た
語
と
し
て
係
助
詞
と
見
る

　　
　

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「…
…
し
も
あ
れ
」
型
の
複
文
形
式
に
お
け
る
前
句
の

「あ
り
」

は
、
い
ず
れ
も
後
句

の
特
定
の
事
態
に
対
し
て
、
そ
の
要
因
に
該
当

し
う
る
対
象
や
時
空
な
ど
が
ほ
か
に
も
多
数
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、

そ
の
不
特
定
多
数
の
存
在
と
、
そ
の
中
の
た
だ

一
つ
に
よ
り
い
わ
ば

偶
然
に
現
実
化
し
た
事
態
と
の
対
比
に
よ

っ
て
、
後
句

の
現
実
の
あ

い
に
く

さ
、
珍
し
さ
な
ど
を
、
否
定
的
に
も
肯
定
的
に
も
評
価
す
る

こ
と
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の

一
斑
を
示
す
。

ω
時

し
も
あ
れ
秋
や
は
人
の
別
る
べ
き
あ
る
を
見
る
だ
に
恋
し
き

も

の
を

(古
今

・
哀
傷
)

・
折

し
も
あ
れ
、
対
面
に
聞
ゆ
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

(蜻
蛉

・
中

・
安
和
二
年
)

・
「
清
ら
の
人
あ
り
」
と
て
、
奥
ま
り
た
る
を
ん
な
ど
も
な
ど
、

打

ち
解
け
姿

に
て
出
で
て
見
る
に
、
時
し
も
あ
れ
、
こ
の
風

の
、

と

簾

を
外

へ
吹
き
、
内

へ
吹
き
、
ま
ど
は
せ
ば
、
簾
を
頼
み
た
る

者

ど
も
、
我

か
人
か

に
て
、
押

さ

へ
控

へ
騒
ぐ

ま

に
、

(蜻

蛉

・
下

・
天
延
二
年
)

・
手
は
い
と
さ
だ
過
ぎ
た
れ
ど
、
よ
し
な
か
ら
ず

「森

の
下
草
老

い
ぬ
れ
ば
」
な
ど
書
き
す
さ
び
た
る
を
、
こ
と
し
も
あ
れ
、
う

た
て
の
心
ば

へ
や
、
と
笑
ま
れ
な
が
ら
、
(源
氏

・
紅
葉
賀
)

こ
の
型
に
お
け
る

「あ
り
」
は
、
た
と
え
ば
、
第

一
例
が

「他

に

時
も
あ
る
の
に
」

(日
本
古
曲
ハ文
学
大
系
本

・
頭
注
)
と
言

い
換
え

ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
「他
に
」
と

い
う
語

を
補
う
解
釈
が

一
般

に

採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外

に
解
釈
の
し
よ
う
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
「時
は
多

い
の
に
」
と
か

「
時
は
今
に
限
ら
な

い

の
に
」
な
ど
と
言

い
換
え
て
も
、
十
分
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。
こ

の
型

の
場
合
、
「あ
り
」

の
意
味

の
解
釈
に
は
そ
の
他
の
型

の
場
合

に
比

べ
て
、
相
対
的
に
揺
れ
が
少
な

い
と
は
い
え
る
が
、
同
じ
対
比

的
な
複
文
構
造
に
依
存
す
る
点
か
ら
見
て
も
、
後
句
を
強
調
す
る
手

段
と
し
て
の
朧
化
性
は
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
型
の
場
合
は
、
要
因
と
し
て
該
当
し
う
る
不
特
定
多
数

の

一

つ
だ
け
が
偶
然

に
的
中
し
て
現
実
と
な

っ
た
後
句

の
事
態

へ
の
抵
抗

感
を
強
調
す
る
た
め
、
該
当
し
う
る
不
特
定
多
数

の
存
在
を
朧
化
す

る
表
現
性
を

「あ
り
」
に
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
型
に
お
け

る
対
比
の
焦
点
は
、
不
特
定
多
数
と
現
実

の

一
事
態
と
の
量
的
な
対

比
と
見
る
に
せ
よ
、
可
能
性
の
不
特
定
さ
と
特
定
さ
れ
た
現
実
と
の

質
的
な
対
比
と
見
る
に
せ
よ
、
両
句

の
関
係
は
き
わ
め
て
対
義
的
で

あ
る
。
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こ

の
よ
う

に
複
文
前
句

に

「し
も
」
が
共
起
し
、
「あ
り
」
の
已

然
形
に
よ
る
接
続
法
で
構
成
さ
れ
て
い
る
例

に
は
、
次

の
よ
う

に
そ

の

「し

も
」
の
下
に
さ
ら
に

「
こ
そ
」
が
付

い
た
例
も
あ
る
。

㈲
忍
び
て
清
水
に
詣
で
つ
。
折
し
も
こ
そ
あ
れ
、
三
位
中
将
殿
の

北

の
方
、
男
君
も
詣
で
給
ふ
に
、
(落
窪

・
二
)

・
こ
の
時

の
と
こ
ろ
に
、
子
産
む
べ
き
ほ
ど
に
な
り
て
、
…
…

い

と
聞
き
に
く
き
ま
で
の
〉
し
り
て
、
こ
の
門
の
前
よ
り
し
も
わ

た
る
も
の
か
。
わ
れ
は
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
物
だ
に
言
は
ね
ば
、

見
る
人
、
使
ふ
よ
り
は
じ
め
て
、
「
い
と
胸
痛
き
わ
ざ
か
な
、

世

に
道
し
も
こ
そ
は
あ
れ
」
な
ど
言
ひ
の
〉
し
る
を
聞
く
に
、

(蜻
蛉

・
上

・
天
徳
元
年
)

・
よ
ひ
の
ほ
ど
に
、
ま
ゐ
り
た
り
。
時
し
も
こ
そ
あ
れ
、
あ
な
た

に
人

の
声
す
れ
ば
、
「そ

〉
」
な
ど

の
た
ま
ふ
に
、
(蜻
蛉

・

上

・
安
和
元
年
)

・
こ
れ
も
か
れ
も
、
=

夜
聞
き
き
」
「
こ
の
暁
に
も
鳴
き

つ
る
」

と

い
ふ
を
、
人
し
も
こ
そ
あ
れ
、
わ
れ
し
も
ま
だ
し
と
い
は
む

も
、

い
と
恥
し
け
れ
ば
、

(蜻
蛉

・
下

・
天
禄
三
年
)

お
ぼ

・
こ
と

し

も

こ

そ

あ

れ

、

う

た

て

、

あ

や

し

、

と

思

せ
ば

、

物

も

の
給

は
ず

。

(
源

氏

・
総

角

)

前

句

に

「
こ

そ

」

の
共

起

す

る
複

文

と

し

て

は

、

後

に

「
…
…

こ

そ

あ

れ

」

型

と

呼

ぶ

も

の

も

あ

っ
て

、

別

に
取

り

上

げ

な

く

て
は

な

ら

な

い
が

、

㈹

の

諸

例

の

よ

う

に

「
…
…

し

も

こ

そ

あ

れ

」

の
形

に

な

っ
て
い
る
例
は
、
両
句
の
意
味
関
係

に
お
い
て
、
「…
…
し
も
あ

れ
」
型
の
⑦

の
諸
例
と
共
通
し
、
後
述
す

る

「…
…
こ
そ
あ
れ
」
型

一
般
に
認
め
ら
れ
る
意
味
関
係
と
は
、
そ

の
広
が
り
か
ら
言
え
ば
、

む
し
ろ
ず
れ
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の

「…
…
し
も
こ
そ

あ
れ
」
を
前
句
と
す
る
複
文
も
、
「…
…

し
も
あ
れ
」
型
の

一
種
と

見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
…
…
し
も
あ
れ
」
と

「…
…
し
も
こ
そ
あ
れ
」

と
で
は
、
例
の
多
さ
に
も
出
現
時
期
に
も
、
大
差
は
認
め
に
く
い
た

め
、
構
文
上
は

「
…
…
し
も
あ
れ
」
が
先
行
し
た
と
も
限
ら
な
い
が
、

今
の
と
こ
ろ
そ
の
点
を
見
極
め
る
用
意
は
乏
し
い
。

「
…
…
こ
そ
あ
れ
」
型
の
複
文
形
式
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
型
の
中

に
も
、
次
の
よ
う
に
意
味
関
係
の
特
徴
か
ら
は

「…
…
し
も
あ
れ
」
型
の
そ
れ
と
共
通
す

る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、

今

の
と
こ
ろ
気
付
い
た
の
は
次
の

一
例
の
み
で
あ
る
。
例
が
限
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
便
宜
こ
の
場
所
を
借
り
て
触
れ
よ
う
。

こ
の
対
比
的
表
現
は
、
た
だ

一
つ

「榊
」

の
み
が

「神
の
御
前

の
も

の
と
生

ひ
は
じ
め
」
た
こ
と
を
、
珍
し
い
こ
と
と
評
価
し
て
い
る
。

⑨
榊
、
臨
時

の
祭
り
の
御
神
楽
の
を
り
な
ど
、

い
と
を
か
し
。
世

に
木
ど
も
こ
そ
あ
れ
、
神

の
御
前

の
も
の
と
生

ひ
は
じ
め
け
む

も
、
と
り
わ
き
て
を
か
し
。
(三
巻
本
枕

・
花
の
木
な
ら
ぬ
は
)

と
こ
ろ
で
、
「
…
…
し
も
こ
そ
あ
れ
」
を
前
句

と
す
る
㈲

の
諸
例

の
複
文
や
、
両
句
の
意
味
関
係
が
そ
れ
と
共
通
す
る
例
⑨

の
よ
う
な

「…
…
こ
そ
あ
れ
」
型
の
複
文

に
対
し
て
は
、
そ
の

「
あ
り
」
の
位
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置
に
、
副
詞

「
さ
は
に
」
や
、
形
容
詞

「多
し
」
な
ど
を
用

い
て
、

そ
の
意
味
を
朧
化
せ
ず
に
明
示
化
し
た
ご
と
き
例
も
、
次
の
よ
う
に

少
な
く
な

い
。
上
代
や
中
世
の
例
に
は
、
接
続
形
式
に
接
続
助
詞
を

用
い
た
例
も
あ
る
が
、
併
せ
て
示
そ
う
。
共
起
す
る
助
詞
が

「
し

も
」
の
例
を
α①
、
「し
も
こ
そ
」
の
例
を
⑪
、
「
こ
そ
」
の
例
を
⑫
と

す
る
。

⑩
や

す
み
し
し
我
が
大
君
の

聞
こ
し
を
す
天
の
下

に

国
は
し

も

さ
は
に
あ
れ
ど
も

〈
国
者
思
毛
沢
二
雖
レ有
〉

山
川
の
清

か
ふ
ち

き
河
内
と

御
心
を
吉
野
の
国
の

花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に

ふ
と

宮
柱
太
し
き
ま
せ
ば

(万
葉

・
一
・
三
六
)

・
時

は
し
も
い
つ
も
あ
ら
む
を

〈時
者
霜
何
時
毛
将
レ
有
乎
〉
心

わ
ぎ
も

み
ど
り
ご

痛

く
い
行
く
我
妹
か
若
子
を
置
き
て

(万
葉

・
三

・
四
六
七
)

⑪
そ

の
か

へ
る
年
の
十
月

二
十
五
日
、
大
嘗
会
の
御
禊
と
の
〉
し

る

に
、
初
瀬
の
精
進
は
じ
め
て
、
そ
の
日
京
を
出
つ
る

に
、

......
「
あ
れ
は
物
詣

で
人
な
め
り
な
。
月
日
し
も
こ
そ
よ
に
お

ほ

か
れ
」
と
笑
ふ
中

に
、
(更
級
日
記
)

・
時

し
も
こ
そ
お
ほ
け
れ
、
今
夜
し
も
わ
れ
く

判
官
殿

に
宿
を

か
し
参
ら
せ
て
候
は
、
如
何
せ
ん
ず
る
。

(義
経
記

・
七
)

・
船
中

の
人
々
に
、

ひ
と
し
も
こ
そ
お
ほ
き
に
、
門
脇
殿
は
御
覧

ほ

ろ

か

か
み

じ
て
、
「
母
衣
懸
け
武
者
の
船
招
く
は
、
左
馬

の
頭
行
盛

か
、

無

官
の
太
夫
敦
盛
か
。
あ
れ
を
見
よ
」
と
の
御
諚
な
り
。
(幸

若

・
敦
盛
)

⑫
世
に
人
こ
そ
お
ほ
か
れ
、
か
か
る
お
も
し
ろ
の
駒
を
引
寄
せ
給

ひ
し
そ
。

(落
窪

・
二
)

・
「抑
イ
カ
ナ
ル
御
事

ニ
テ
、
都

二
人

コ
ソ
多

キ

ニ
、
角
ク
親
成

リ

マ
イ
ラ
セ
ヌ
ラ

ン
。
有
難
キ
互

ノ
契
カ
ナ
」
ト
イ
フ
程

二

(沙
石
集

・
二
)

・
月
日
こ
そ
お
ほ
け
れ
、
今
日
は
十
七
日
、
こ
の
御
縁
日
ぞ
か
し
。

(義
経
記

・
五
)

・
所
こ
そ
お
ほ
き
に
、
わ
が
所
領

の
う

ち
に
生
れ
あ
ふ
こ
と
、
前

世

の
宿
縁

な
り
。
地

を

つ
く

り

て
過
ぎ

よ
と
有

け
れ
ば
、

(伽

・
文
正
さ
う
し
)

こ
れ
ら

の
例
の
時
代
的
な
分
布
を
、
例
ω
㈹
⑨
の
そ
れ
と
比
較
す

れ
ぼ
、
例
⑩
は
上
代

の
も
の
で
、
例
ω
の

「…
…
し
も
あ
れ
」
型

の

複
文
形
式

の
例
よ
り
も
古

い
。
二
例
と
も
、
係
助
詞

「
し
も
」
の
前

に
係
助
詞

「
は
」
が
来
て
い
る
点
も
、
こ
こ
に
言
う

「-
…
・
し
も
あ

れ
」
型

の
複
文
形
式

に
は
見
ら
れ
な

い
特

徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

類
義
表
現
の

「
し
も
」
が
、
係
助
詞

「
は
」
に
下
接
し
て
い
る
承
接

の
し
か
た
は
、
す
で
に
触
れ
た

「
し
も
」

の
係
助
詞
性
の
有
力
な
傍

証
に
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
中
古
以
後

の

「…
…
し
も
あ
れ
」
型
に

よ
る
表
現
と
意
味
上
類
似
す
る
、
よ
り
明
示
的
な
表
現
の
例
が
、
こ

の
よ
う

に
先
行
し

て
上
代

か
ら
す

で
に
認

め
ら
れ
る

こ
と
は
、

「
…
…
し
も
あ
れ
」
型

の
時
代
性
を
考
え

る
上
で
も
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
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例
⑪

は

「
し
も
こ
そ
」
が
、
⑫
は
そ
の
代
わ
り
に

「
こ
そ
」
が
共

起
す
る
例
で
あ
る
が
、
⑫

の
落
窪
物
語
の
例
以
外
は
、
ω
㈹
⑨

の
そ

れ
よ
り
も
時
代
的
に
新
し

い
も

の
で
あ
る
。
「
…
…
し
も
あ
れ
」
型

に
お
け

る

「
あ
り
」
の
朧
化
用
法
が
、
中
世
に
向
け
て
衰
退
し
て
い

く
こ
と
と
、
⑪
⑫

の
例
が
中
世
を
中
心
に
多
く
な
る
こ
と
と
は
、
表

裏

の
関

係
に
あ
る
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「…
…
し
も
あ
れ
」
型

の
複
文
形
式

に
は
、
時
を
限

定
す
る
表
現
な
ど
に
お
い
て
、
本
来
そ
の
後
句
の
事
態
が
担

っ
て
い

た
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
時
に
、
と
か
、
よ
り
に
よ

っ
て
…
…
が
、
な

ど
と
い

っ
た
被
限
定
感
を
そ
の
形
式
自
体

に
取
り
込
ん
だ
か
の
よ
う

に
、
ち

ょ
う
ど
そ
の
時
と
か
、
ま
さ
に
そ
れ
が
、
な
ど
の
意
に
も
、

比
較
的

早
く
か
ら
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
転
義
は
、
古
代
語
で
は
た
ん
に

「し
も
」
を
添
え
る
だ
け
の

言

い
方

と
む
し
ろ
類
義
性
が
高
ま
る
。
「し
も
あ
れ
」
は

「
し
ま
れ
」

と

い
う
縮
約
形
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
比
較
的
早

い
例
に
は
な
ぜ
か
そ
れ
が
め
だ
つ
。

⑬
御
宮
つ
か

へ
の
ほ
ど
な
ど
に
は
、
ざ
う
や
く
を
だ
に
と
こ
そ
お

も

ひ
給

ふ
る
時
し
ま
れ
、

い
た
づ
ら
人
に
な
り
ぬ
る
こ
と
〉
、

な

く
く

き
こ
ゆ
。
(宇
津
保

・
あ
て
宮
)

・

う

へ
の
を
の
こ
ど
も
前
栽
ほ
り
に
の
べ
に
ま
か
り
い
で
た

り
け
る
に
つ
か
は
し
け
る

橘
則
長

を

み
な

へ
し
お
ほ
か
る
の
べ
に
け
ふ
し
ま
れ
う
し
ろ
め
た
く
も

思
ひ
や
る
か
な

(後
拾
遺

・
秋
上
)

・

む
か
し
み
け
る
人
、
か
も
の
ま

つ
り
の
し
だ
い
し
に
い
で

た
ち
て
な
ん
ま
か
り
わ
た
る
と

い
ひ
て
侍
り
け
れ
ば

(馬

内
侍
)

き
み
し
ま
れ
み
ち
の
ゆ
き
き
を
さ
だ

む
ら
ん
す
ぎ

に
し
人
を
か

つ
わ
す
れ

つ
つ

(新
古
今

・
恋
五
)

右
の
第
二

・
三
例
に
共
起
す
る

「け
ふ
」
「
き
み
」
な
ど

の
語
は
、

不
特
定
多
数

の
あ
り
よ
う
を
許
さ
な

い
か
ら
、
「
…
…
し
も
あ
れ
」

型
本
来
の
表
現
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
あ

る
い
は
第

一
例

の
よ
う
な

転
義
を
も
と
に
、
和
歌

で
は
音
数

の
制
約

か
ら
、
「
し
も
あ
れ
」
の

約

「し
ま
れ
」
が

「
し
も
」
相
当

の
歌
語

と
し
て
使
え
る
と
い
う
よ

う
な
歌
語
意
識

で
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

中
世
以
降

の

「時
し
も
あ
れ
」
は
、
次

に
示
す
よ
う
に
、
ま
さ
に

そ
の
時
と
い
う
ほ
ど
の
転
義
で
、
も

っ
ぱ

ら
あ
る
事
態
と
時
間
的
に

重
な
る
ご
と
く
他
の
事
態
が
出
現
す
る
さ
ま
を
表
す
言

い
方

に
な

っ

た
よ
う
に
見
え
る
。

qの
来
し
方
を
思
ひ
続
け
て
、

い
と
哀
な

る
と
き
し
も
有
れ
、
名
も

昵
じ
き
鳥

の
音
も
、
栖
田
河
原

の
渡
守
に
、
事
問
ひ
侘
び
し
旅

の
空

(宴
曲

・
四

・
伊
勢
物
語
)

・
女
義
を
同
道
な
さ
れ
て
は
寺
中

の
思

は
く

い
か
ゴ
な
り
と
。
す

つ

き

か
し
な
だ
む
る
時
し
も
あ
れ
。
武
蔵
坊
弁
慶
息
を
切
て
馳
着
。

(浄

・
義
経
千
本
桜

・
二
)
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例
⑬

qの

の
よ
う
な
転
義

へ
の
変
化

は
、
「
…
…
し
も
あ
れ
」
型
の

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
全
体
の
比
較
的
早

い
衰
退
傾
向

に
も
助
け
ら

れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

三
の
三
、
「…
…

こ
そ
あ
れ
」
型

次
に
、
係
助
詞

「
こ
そ
」
と
共
起
す
る
複
文
形
式
を

「…
…
こ
そ

あ
れ
」

型
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
そ
の
型
に
お
け
る

「あ
り
」
の
朧

化
用
法

を
検
討
す
る
。
こ
の
型
の
場
合
も
、
複
文
両
句

の
接
続
に
は

古
い
已
然
形
に
よ
る
接
続
法
が
用
い
ら
れ
て
、
接
続
助
詞
は
現
れ
な

い
。

「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型
の
複
文
形
式
に
お
け
る
前
句

の

「
あ
り
」

は

「
あ
り
け
れ
」
「あ
ら
め
」
「あ
め
れ
」
な
ど
と
、
助
動
詞
を
伴

っ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
だ
け
そ
の
両
句
に
対
比
さ

れ
る
事

態
は
時
制
的
に
も
ム
ー
ド
的
に
も
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

形
の
例

も
併
せ
て
、
次
に
そ
の

一
斑
を
示
そ
う
。

　を
　

⑮
今

こ
そ
あ
れ
我
も
む
か
し
は
お
と
こ
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り
こ

し
も
の
を

(古
今

・
雑
上
)

・
こ
の
母

の
女
の
さ
が
な
も
の
、
宵
ま
ど
ひ
し
て
寝
に
け
る
と
き

こ
そ
あ
り
け
れ
、
夜
ふ
け
け
れ
ば
、
目
さ
ま
し
て
起
き
上
が
り

て
、

(平
中
物
語
)

ま
ひ

し

　き

・
舞

の
師
ど
も
、
か
た
ち
よ
く
わ
か
き
人
こ
そ
あ
め
れ
、
を
い
に

い
そ

そ

た

る
人
な
ど
は
、
か

〉
る
御
急
ぎ
を
ま
つ
と
し
給
て
、
ま
だ
衣

も
た
ば
ざ
り
け
れ
ば
、
(宇
津
保

・
嵯

峨
院
)

・
人
よ
り
さ
き
に
見
た
て
ま

つ
り
そ
め

て
し
か
ば
、
あ
は
れ
に
や

む
ご
と
な
く
思
ひ
き
こ
ゆ
る
心
を
も
知
り
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
こ
そ

あ
ら
め
、

つ
ひ
に
は
思
し
な
ほ
さ
れ
な
む
と
、
(源
氏

・
紅
葉

賀
)

・
さ

い

へ
ど

、

と

の

〉
年

頃

の

人

く

こ

そ

あ

れ

、

こ

の
頃

参

り

よ

り

つ

る

人

く

は

、

や

が

て

出

で

〉

い

き

果

て

に

け

り

。

(栄

花

・
み

は

て

ぬ

ゆ

め
)

や
う
だ
い

・
こ
と
の
様
体
は
、
三
条
院
の
お
は
し

ま
し
け
る
か
ぎ
り
こ
そ
あ

れ
、
う
せ
さ
せ
給

に
け
る
の
ち
は
、
世

の
常
の
東
宮

の
や
う
に

も
な
く
、
(大
鏡

・
師
尹
伝
)

・
一
旦
こ
そ
あ
れ
、
さ
の
み
言
ふ
人
も

な
れ
ば
、
御
所
は
あ
な
た

に
渡
ら
せ
給
に
、
(と
は
ず
が
た
り

・
二
)

の

け
ん

と
つ

せ
き

・
此
比
こ
そ
あ
れ
、
其
昔
は
武
家
権
を
執

て
、
四
海
九
州
の
内
尺

り

ら

地
も
不
レ残
け
れ
ば
、

(元
和
整
版
本

太
平
記

・
三
5
)

・
女
房

の
身
こ
そ
あ
れ
、
男

の
守
刀
を
か
け
た
る
た
め
し
は
、

い

か
に
と
仰
せ
け
れ
ば
、

(伽

・
和
泉
式
部
)

「
…
…

こ
そ
あ

れ
」
型

の
複

文

形
式

に
も
、
例

⑨

の
よ
う

に

「
…
…
し
も
あ
れ
」
型
と
同
じ
意
味
関
係

の
例
が
あ
る
こ
と
は
、
す

で
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
「…
…
こ
そ
あ

れ
」
型

の
複
文
形
式

に

お
け
る
両
句
の
対
比
的
な
意
味
関
係
は
、

こ
の
㈲
の
諸
例
に
見
る
よ

う
に
は
る
か
に
多
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
型
の
複
文
形
式
こ
そ
、
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時
間
空

間
的
に
も
数
量
的
に
も
、
肯
否

・
正
負
な
ど
に
関
し
て
も
、

さ
ま
ざ

ま
な
意
味
で
の
対
比
に
適
用
で
き
る
形
式
で
あ

っ
た
。
し
た

が

っ
て
、
前
句
の

「あ
り
」
が
朧
化
す
る
意
味
は
、
後
句
の
述
語
と

は
対
義
的

で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
⑮
の
第

一
例
で
は
、
「
あ
り
」
で
暗
示
さ
れ
た

「今
」

の
わ
が
状
態
と
、
「お
と
こ
山
さ
か
ゆ
く
時
も
あ
り
こ
し
」
と
い
う

「
む
か
し
」
の
わ
が
状
態
と
が
対
比
さ
れ
て

い
る
。
「あ
り
」
で
朧

化
し
て

い
る

「今
」
の
わ
が
状
態

は
、
「
お
と
こ
山
さ
か
ゆ
く
時
も

あ
り
こ
し
」

の

「
お
と
こ
山
」
に
掛
け
た

「
お
と
こ

(歴
史
的
仮
名

遣

い
で
は

「を
と
こ
」
)」
本
来
の
若
さ
に
恵
ま
れ
た
状
態
や
、
「
さ

か
ゆ
く

(坂
行
く
)」
に
掛
け
た
、
栄
え
行
く
上
り
坂

の
状
態
を
対

比
の
焦
点
と
し
て
、
そ
れ
と
対
義
的
に
対
立
す
る
状
態
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
条
件
の
範
囲
内
で
の
意
味
の
取
り
方
は
、
こ
こ
で
も

や
は
り
揺
れ
る
。
宣
長
は
、
「今

コ
ソ
此
ヤ
ウ

ニ
年

モ
ヨ
ツ
テ
ビ
ン

ボ
ウ
ヲ

ス
レ
」

(古
今
集
遠
鏡
)
と
明
示
化
し
た
訳
を
し
て
い
る
が
、

も

っ
と
暗
示
的
に
は

「今
は
と
も
か
く
」
と
い
っ
て
も

「今
は
な
ん

だ
が
」

と
い
っ
て
も
、

一
応
意
味
は
通
じ
る
の
で
あ
る
。

第

一
例
で
対
比
さ
れ
て
い
る
意
味
は
、
状
態
的
で
あ

っ
た
が
、
む

し
ろ
動
作
的
な
意
味
が
対
比
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

⑮

の
第

四
例
は
、
源
氏
の
葵
の
上
に
関
す
る
思
い
を
述

べ
た
箇
所
で

あ
る
が
、
後
句
の

「
つ
ひ
に
は
思
し
な
ほ
さ
れ
な
む
」
と
い
う
、
葵

の
上
の
変
化

へ
の
期
待
を
強
調
す
る
た
め
、
対
比
的
に

「…
…
心
を

も
知
り
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
」
の
彼
女
の
思

い
や
態
度
が

「
あ
り
」
に
よ

っ
て
朧
化
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
り
」

の
意

味
は
、
そ
の

「思
し
な
ほ

さ
れ
な
む
」
と
対
義
的

に
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
第
五
例
で

も
、
「
こ
の
頃
参
り
よ
り

つ
る
人
く

」

の
行
動
を
強
調
す
る
た
め
、

対
比
的
に

「年
頃
の
人
く

」
の
行
動
が

「
あ
り
」
に
よ

っ
て
朧
化

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型
に
お
け
る

「あ

り
」
が
朧
化
す
る
意
味
は
動
作
的
な
も
の
に
も
広
く
及
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
の
型
の
複
文
形
式
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
な

「ば
こ
そ
」
の
形

で

「
こ
そ
」
が
接
続
助
詞

「ば
」
に
よ
る
順
接
の
条
件
を
提
示
し
、

「あ

り
」
は
そ

の
帰
結

を
暗

示
し

て
例

も
多

い
。
こ
れ

ら
は
、

「
…
…
こ
そ
あ
れ
」
型
の
前
句
自
体
が
条

件
関
係

の
複
文
に
な

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

⑯

「
…
…
今
は
泣
き
の
〉
し
る
と
も
、

事
の
き
よ
ま
は
ら
ば
こ
そ

あ
ら
め
」
と
の
給

へ
ば
、

(落
窪

・
二
)

・
「
い
ざ
た
ま

へ
、
ま
う
が
ま
か
る
所

へ
。
こ
〉
と
て
も
ま
う
な

ら
ぬ
人
の
見
え
ば

こ
そ
あ
ら
め
、
か
く
い
で
〉
ま
か
り
あ
り
く

ほ
ど
、

つ
れ
ぐ

と
ま
ち
給
ほ
ど
、

く
る
し
う
お
は
し
ま
す
ら

ん

。

......J

(宇

津

保

・
俊

蔭

)

・
頭

中

将

の
、

す

ず

う

な

る

そ

ら

言

を

聞

き

て

い

み

じ

う

言

ひ

お

と

し

、

…

…

と

聞

く

に
も

は

つ

か

し

け

れ

ど

、

「
ま

こ

と

な

ら

ば

こ

そ

あ

ら

め

、

お

の
つ

か

ら

聞

き

な

ほ

し

給

ひ

て

む

」

と

笑

ひ

て
あ

る

に

(
三
巻

本

枕

・
頭

中

将

の
、

す

ず

う

な

る

そ

ら

言
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を
)

⑰
ひ
き
も
の
は
、
北
の
方
さ
る
上
ず
に
お
は
す
れ
ど
、
こ
と
の
な

か
り
し
か
ば
こ
そ
あ
れ
、
筝

・
和
琴
な
ど
な
ら
は
し
給
。
(宇

津
保

・
俊
蔭
)

例
⑯

の
三

つ
の
例

に
お
い
て

「
こ
そ
」
に
上
接
す
る
の
は
仮
定
条

件
で
あ
り
、
例
⑰

の
そ
れ
は
確
定
条
件
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
の
場
合

も
そ
の
条
件
帰
結
関
係
の
緊
密
さ
に
よ

っ
て
、
後
句
と
し
て
本
来
対

比
さ
れ
る
は
ず

の
別
の
因
果
関
係
を

い
わ
ば
前
句

の
み
で
も
十
分
暗

示
で
き
る
性
格
を
も

つ
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う

に

「ば
こ
そ
」
の

形
で
条
件
を
承
け
た
例
で
は
、
本
来
の
意
味
の
論
理
的
な
後
句
は
十

分
に
は
表
層
に
現
れ
な

い
こ
と
が
む
し
ろ
多

い
。
そ
の
う
ち
で
も
、

例
㈹

の
よ
う
な
仮
定
条
件

の

「
こ
そ
」

に
よ
る
卓
示
強
調
は
、
前
句

の
帰
結
が

「
あ
ら
め
」
の
形
で
推
量

の
助
動
詞

「む
」
を
伴

い
、
反

実
的
、
非
現
実
的
な
事
態

に
慣
用
さ
れ
る
結
果
、
対
比
的
に
そ
の
条

件
と
は
対
立
す
る
逆
の
現
実
を
暗
示
す
る
働
き
も
強
い
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
強

い
暗
示
性
は
、
「
こ
そ
」
の
上
接
語
句

が
条
件
句

の
場
合
の
み
か
と
言
え
ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
前
句

の
述
語
が
次

の
よ
う
に

「あ
ら
め
」
と
推
量

の
助
動
詞
を

伴
う
例

に
も
、
対
立
す
る
事
態
の
強
い
暗
示
性
と
そ
れ
に
伴
う
論
理

的
な
飛

躍
の
認
め
ら
れ
る
例
が
め
だ

つ
。

㈹
継
母

こ
そ
あ
ら
め
、
中
納
言
さ

へ
に
く

〉
い
ひ

つ
る
か
な
。

(落
窪

・
一
)

・
姉
君
も
聞
き
給
ひ
て
、
我
身
こ
そ
あ
ら
め
、
い
か
で
此
き
み
を

だ

に
人
々
し
く
も

て
な
し
聞

え
む

と
思

へ
る
を
、

(堤
中
納

言

・
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
)

・
今
生
で
こ
そ
あ
ら
め
、
後
生
で
だ
に
あ
く
だ
う

へ
お
も
む
か
ん

ず
る
事

の
か
な
し
さ
よ
と
、

(覚

一
本
平
家

・
一
・
祗
王
)

㈹

の
第

一
例
は
少
将
道
頼
の
心
中
の
思

い
で
あ
る
が
、
こ
の
例

に

は
次
の
よ
う
な
解
釈
が
あ
る
。

継
母
は
に
く
く
も

い
お
う
が
、
(そ
う

い
う

べ
き
で
な

い
)
中

納
言
ま
で
に
く
く
言

っ
た
こ
と
よ
。

〈頭
注
〉
「継
母
こ
そ
に
く

く
い
ひ
て
あ
ら
め
、
中
納
言
は
に
く
く
い
は
ざ
る
べ
き
を
、
中

納
言
さ

へ
に
く
く
い
ひ
つ
る
か
な
」

の
意
。
〈補
注
〉
(松
尾
聰

校
注

・
日
本
古
典
文
学
大
系

『落
窪

物
語
』
)

こ
の
解
釈
が
指
摘
す
る
論
理
の
飛
躍
は
確
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
例
も
含
め
て
言
え
る
、
「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型

の
両
句

に
お
け
る
論
理

の
飛
躍
傾
向
も
、
係
助
詞

「
こ
そ
」
で
上
接
語
句
を

強
く
卓
示
強
調
す
る
こ
と
に
よ
る
、
対
立
的
事
態
の
暗
示
力

の
結
果

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
上
接
語
句
を
強
く
卓
示
強
調
す
る
情
意
が
、

論
理
関
係
の
飛
躍
に
つ
な
が
り
や
す
い
の
で
あ
る
。

「…
…
こ
そ
あ
れ
」
型
の
例
は
中
世
に
も
及
ぶ
が
、
中
世
以
降
に

は
次
に
示
す

「程
こ
そ
あ
り
け
れ
」
の
よ
う

に
、
本
来
の
意
味
か
ら

転
じ
て
い
る
と
見
て
よ
い
例
も
あ
る
。

⑲
白
山

の
神
盥
ハ既
に
比
叡
山
東
坂
本
に

つ
か
せ
給
ふ
と
云
ほ
ど
こ
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そ
あ
り
け
れ
、
北
国
の
方
よ
り
雷
飫
う
鳴
て
、
都
を
さ
し
て
な

り

の
ぼ
る
。
(覚

一
本
平
家

・
一
・
俊
寛
沙
汰
鵜
川
軍
)

・
「
其
儀
な
ら
ば
、
ゆ
き
む
か
ツ
て
う
ば

ひ
と
ゴ
め
奉
れ
」
と
い

ふ

程
こ
そ
あ
り
け
れ
、
雲
霞

の
如
く
発
向

す
。
(覚

一
本
平

家

・
二

・
一
行
阿
闍
梨
之
沙
汰
)

こ
れ
ら
の
例
は
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
上
の
連
体
語
に
な

っ
て
い

る
動
作

に
対
し
、
後
句
の
事
態
が
即
時
的
に
継
起
す
る
さ
ま
を
表
す

よ
う

に
見
え
る
。

こ
の
種
の
言
い
方
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に

そ
の
形
式
が
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
に
展
開
す
る
他
の
事
態
を
導
く
例
も

あ

っ
て
、
そ
の
転
義

の
過
程
を
想
定
す
る
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

⑳
や

〉
春
ふ
か
く
霞
わ
た
り
て
、
花
も
や
う
く

け
し
き
だ
つ
ほ

ど
こ
そ
あ
れ
、
を
り
し
も
雨
風
う
ち
つ
ゴ
き
て
、
心
あ
わ
た

〉

し
く
散
り
過

ぬ
。
(徒
然
草

・
十
九
)

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
こ
の
言
い
方
が
二
つ
の
事
態

の
時
間
的
な
重

な
り
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
上
の
連
体
語
が
瞬
間
的
な
動
作

を
表
す
場
合
、
そ
の
後
句

へ
の
展
開
の
即
時
性

へ
と
意
味
を
ず
ら
せ

　ら
　

る
の
は
容
易
だ
か
ら
で
あ
る
。

次
の

「折
こ
そ
あ
れ
」
も
、
本
来
の
意
味

か
ら
転
じ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
す
で
に
述

べ
た
例
⑬
の

「時
し
ま
れ
」
や
qの

の

「時
し
も
あ

れ
」
と
同
様
、
ま
さ
に
そ
の
時
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
、
も

っ
ぱ
ら
あ

る
事
態

と
時
間
的

に
重
な
る
よ
う
に
他
の
事
態
が
出
現
す
る
さ
ま
を

表
す
例

で
あ
る
。
継
起
的
で
は
あ
る
が
、
例
⑲
の
よ
う
に
即
時
継
起

的
な
さ
ま
と
は
異
な
る
だ
ろ
う
。

ち

⑳
直
に
お
目
に
か
か
ら
ん
と
、
立
上
る
折

こ
そ
あ
れ
。
當
番
の
役

り

ほ
し

の

し

そ
く

人
罷
出
。
大
星
由
良
助
様
御
子
息
。
大
星
力
彌
様
御
出
な
り
と

し

ぐ

申
上
る
。

(浄

・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

・
二
)

三
の
四
、
「
…
…
だ
に
あ
る
を
」
型

「あ
り
」
の
朧
化
用
法
は
、
副
助
詞

「
だ
に
」
と
共
起
す
る
複
文

形
式
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
複
文
を
構
成
す
る
接
続
形
式
に
は
、

接
続
助
詞
の
ほ
か
、
連
用
形

の
中
止
法
に
よ
る
も

の
も
あ
る
。
「
だ

に
」
と
共
起
す
る
接
続
助
詞
に
は
、
古
代
語

で
は
お
も
に

「を
/
も

の
を
」
が
用
い
ら
れ
、
中
世
以
降
は
接
続
助
詞

「
に
」
よ
る
の
が
普

通
に
な
る
。
し
か
し
、
副
助
詞

「
だ
に
」

と
共
起
す
る
複
文
形
式
の

特
徴
を
捉
え
る
上
で
は
、
そ
れ
ら
の
接
続
形
式

の
差
は
無
視
し
て
も

特

に
差
し
支
え
は
な

い
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
か
な
り

便
宜
的
な
が
ら
、
古
代
語

に
め
だ
つ
接
続
助
詞

「を
」
に
そ
れ
ら
の

接
続
形
式
を
代
表
さ
せ
、
副
助
詞

「だ
に
」
と
共
起
す
る
複
文
形
式

は
、
「
…
…
だ

に
あ

る
を
」
型

と
呼

ぶ
こ

と

に
し
よ
う
。
副
助
詞

「だ
に
」
の
用
例

は
上
代
か
ら
あ
る
が
、

こ
の
型
に
お
け
る

「あ

り
」

の
朧
化
用
法
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
中
古
以
降
で
あ
る
。

副
助
詞

「
だ
に
」
の
用
法
に
は
、
類
推

の
用
法
と
限
定

の
用
法
と

が

一
般

に
区
別
さ
れ
る
。
「…
…
だ

に
あ
る
を
」
型
の
複
文
形
式
に

お
け
る

「だ
に
」
の
用
法
は
、
類
推

の
そ

れ
で
あ
り
、
よ
り
程
度
の
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軽
い
事

態
を
あ
げ

て
、
よ
り
重
い
事
態
を
類
推
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

中
古

に
お
け
る

「…
…
だ
に
あ
る
を
」
型
の
複
文
形
式
で
は
、
接

続
助
詞

に

「を
/
も
の
を
」
を
用
い
た
例
が
多

い
が
、

こ
れ
は
よ
り

　　
　

軽
い
事

態
か
ら
重

い
事
態
を
類
推
さ
せ
る
志
向
性
の
意
味
関
係
が
、

古
代
語

で
は
接
続
助
詞

「
を
/
も
の
を
」

の
最
も
得
意
と
す
る
意
味

関
係
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
接
続
助
詞

に

「を
/
も
の
を
」
を
用

い
例
の

一
斑
を
次

に
示
す
。
副
助
詞

「
だ
に
」
は

「も
」
を
伴

っ
て

「だ
に
も
」
の
形
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
例
も
併
せ
て

示
そ
う
。

㈱
雪

と
の
み
ふ
る
だ
に
あ
る
を
梅
の
花

い
か
に
ち
れ
と
か
風

の
ふ

く
ら
ん

(古
今

・
春
下
)

・
こ
む
と
い
ひ
て
わ
か
る
〉
だ
に
も
あ
る
も
の
を
し
ら
れ
ぬ
け
さ

の
ま
し
て
侘
し
さ

(後
撰

・
離
別
)

・
恨

み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
く
ち
な
ん
名
こ
そ

を
し
け
れ

(後
拾
遺

・
恋
四
)

・
わ
が
身

の
か
く
い
た
づ
ら
に
沈
め
る
だ
に
あ
る
を
、

(子

ハ
)

こ

の
人

ひ
と
り

に
こ
そ
あ

れ
、
思

ふ
さ
ま
こ
と
な
り
。

(源

氏

・
若
紫
)

第

一
例
は
梅
の
花

の

「雪
と
の
み
ふ
る
」
こ
と
を
、
「だ
に
」
に

よ

っ
て
相
対
的
に
は
程
度
の
軽

い
事
態
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
惜
し

む
気
持

ち
を

「あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
、
手
段
と
も

し
て
、

さ
ら
に
散
り
急
が
す
風
の
心
無
さ
を
責
め
る
表
現
に
よ
り
、

風

に
散
ら
さ
れ
る
花

へ
の
愛
惜
の
重
さ
を
類
推
さ
せ
て
い
る
と
見
て

よ
か
ろ
う
。
こ
の

「あ
り
」
の
暗
示
す
る
意
味
は
、
そ
の
類
推
の
論

理
に
沿

っ
て
考
え
れ
ば
、
風
の
散
り
急
が

す
花

へ
の
よ
り
重
い
愛
惜

の
情
と
こ
そ
対
応
す
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
意
味

で
後
句
に
ふ
さ
し

い
は
ず
の
、
よ
り
重
い
愛

惜

の
情
そ
の
も
の
は
明
示
さ
れ
な

い
ま
ま
、
事
実
上

の
後
句

は
、

「
い
か
に
散
れ
と
か
風

の
ふ
く
ら
ん
」
と
、
風

の
無
情
を
責
め
る
表

現
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
風

の
無
情

に
対

す
る
非
難
は
、
「
だ
に
」

の
類
推
の
論
理
か
ら
言
え
ぼ
、
よ
り
重
い
愛
惜

の
情
の
次

に
来
る
べ

き
も
の
と
見
て
よ

い
か
ら
、
こ
の
複
文
形
式

に
お
け
る
事
実
上
の
両

句

に
は
飛
躍
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ

し
、
「
だ
に
」

に
よ

っ
て

前
句

の
程
度

の
相
対
的
な
軽
さ
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
後
句
の
事
態

の
重
さ
を
類
推
さ
せ
る
の
も
、
目
的
論
的

に
は
そ
の
重
さ
を
強
く
訴

え
る
た
め
で
あ
る
。
副
助
詞

「
だ
に
」
の
類
推
用
法
に
よ
る
使
用
に

は
、
目
的
論
的
に
そ
う

い
う
情
意
的
な
主
張
性
が
強
く
、
そ
の
た
め

に
前
句
に

「だ
に
」
を
置
く
複
文

に
は
、

む
し
ろ
そ
の
情
意
の
ほ
う

に
即
し
て
、
類
推
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、

こ
の
種
の
飛
躍
の
あ
る
こ

と
が

一
般
に
も
多

い
。

第
二
例
も
、
「
こ
む
と

い
ひ
て
わ
か
る

〉
」
時
を
相
対
的
に
軽

い

事
態
と
し
て
、
そ
の
折

の
思
い
を

「あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
こ
か
ら

「し
ら
れ
ぬ
け
さ
」

の

「侘
し
さ
」
の
程
度

の
重
さ
を
類
推
さ
せ
て

い
る
。
こ
の
後
句
は
、
類
推
の
論
理
か
ら
見
て
も
、
ま
さ
に
後
句
に
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ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。
前
句
の

「あ
り
」
が
朧
化
し
て
い
る
意

味
は
、
何
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
後
句

の
述
語
に
依
存
す
る
が
、
そ
れ

も
や
は
り
後
句

の
述
語
と
状
態
的
評
価
的
に
類
義
性
を
保
て
る
範
囲

で
揺
れ

る
と
見

て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
例

の
場
合
、
「侘
し
さ
」
を
後

句
の
述
語
相
当
語
と
し
て
、
そ
の
焦
点
を
形
容
詞

「侘
し
」
と
解
す

れ
ば
、
「あ
り
」
で
朧
化
し
て
い
る
意
味
も
、
「侘
し
」
で
も
よ
い
が
、

ま
た

「悲
し
」
で
も

「
つ
ら
し
」
で
も
、
さ
ら
に
は
不
定
詞

「何
」

を
用

い
て
、
「
ま
た
来
る
よ
と
い
っ
て
別
れ
て
い
く
朝
の
別
れ
で
さ

え
な
ん
だ
の
に
」
と
言
葉
を
濁
し
た
訳
を
し
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま

い
。
な
お
、
第
二
例

の
後
句
中

の
副
詞

「
ま
し
て
」
は
、
そ
の
状
態

の
前
句

に
対
す
る
相
対
的
な
程
度
差
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
、
複

文
の
前
句
に
類
推
用
法

の

「だ
に
」
が
あ
れ
ば
、
そ
の
後
句

に
は
共

起
す
る
こ
と
の
多

い
副
詞
で
あ
る
。

第
二
例
の
よ
う
に
類
推

の
論
理
に
即
し
た
後
句
が
続
く
場
合
に
は
、

そ
の
実
質
的
な
状
態
を
表
す
語
が
お
の
ず
か
ら
後
句
に
現
れ
よ
う
。

そ
の
意
味
で
は

「あ
り
」

で
朧
化
す
る
意
味
も
、
後
続
文
脈

に
依
存

す
る
と
言
え
る
が
、
第

一
例

の
よ
う

に
そ
れ
が
情
意
に
沿

っ
て
飛
躍

的

に
展
開
さ
れ
る
と
、
「あ
り
」
で
朧
化
し
て
い
る
意
味
も
、
事
実

上
そ
の
文
脈
外

の
脈
絡
に
も
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
だ

け

「
あ
り
」
の
用
法
は
朧
化

の
度
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

第
三
例

は
第
二
例
と
同
様
で
あ
る
が
、
第
四
例
は
良
清
が
語
る
明

石
入
道

の
こ
と
ば

(遺
言

の

一
節
)
で
、
「
わ
が
身

の
か
く

い
た
つ

ら
に
沈
め
る
」
こ
と
を
相
対
的

に
は
軽

い
事
態
と
し
て
、
そ
の
無
念

さ
を

「
あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
れ
を
根
拠

と
し
手
段
と
も
し
て

「
こ

の
人
ひ
と
り
」

へ
の
期
待
が
叶
わ
な
か
っ
た
場
合
の
無
念
さ
を
よ
り

程
度
の
重

い
事
態
と
し
て
類
推
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も

そ
の
よ
り
重

い
無
念
さ
そ
の
も
の
は
明
示

さ
れ
ず
、
「
こ
の
人

ひ
と

り
」

へ
の
期
待
が
格
別

で
あ
る
こ
と

へ
と
、
類
推
の
論
理
か
ら
は
飛

躍
し
た
展
開
に
な

っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
こ
れ
も
後
句

へ
の
展
開

の
し
か
た
に
つ
い
て
は
第

一
例
の
同
類
で
あ
る
。

「…
…
だ
に
あ
る
を
」
型
の
複
文
形
式

で
、
接
続
助
詞
に

「
に
」

を
用

い
た
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
中
古
に
も
例
は
あ

る
が
、
中
世
以
降
は
、
接
続
助
詞

「
に
」

に
よ
る
の
が

一
般
的

に
な

っ
て
い
る
。

㈱

い
み
じ
う
め
で
た
き
を
、
よ
そ
人
に
聞
き
見
む
だ
に
あ
る
に
、

え
せ
き
あ

へ
給
は
ず
。

(宇
津
保

・
俊
蔭
)

・
一
事

の
す
ぐ
る
る
だ
に
あ
る
に
、
か
く
い
つ
れ
の
道
も
抜
け
出

で
給

け
ん
は
、

い
に
し

へ
も
は
べ
ら

ぬ
事
な
り
。
(大
鏡

・
師

尹
伝
)

・
ま
さ
し
ゐ
太
上
法
皇
の
王
子
を
う
ち
た
て
ま

つ
る
だ
に
あ
る
に
、

凡
人
に
さ

へ
な
し
た
て
ま

つ
る
ぞ
あ
さ
ま
し
き
。
(覚

一
本
平

家

・
四

・
通
乗
之
沙
汰
)

・
金
城
湯
池
ト
云
ハ
金

ハ
城
ノ
堅

二
云
ゾ
。
湯

ハ
、
水
ダ

ニ
モ
ア

ラ
ウ
ズ

ニ
、
ケ
ツ
ク

ニ
ヘ
タ
ル
湯
ナ

ラ
バ
ナ

ニ
ガ
人

ハ
ヨ
ラ
レ
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ウ
ゾ

(史
記
抄

・
秦
始
皇
本
紀

・
四
63
ウ
)

第
四
例
は
、
前
句
の

「
あ
り
」

に
助
動
詞

「
う
ず
」
が
付

い
て
推

量
表
現

に
な

っ
て
い
る
点
で
、
「
…
…
だ

に
あ

る
を
」
型
の
複
文
形

式
に
は
珍
し
い
。
堀

に
は
水
が
あ

っ
て
も
城
に
近
づ
き
が
た
か
ろ
う

と
、
「
水
」
の
場
合

の
近
づ
き
が
た
さ
を
相
対
的

に
軽

い
も
の
と
し

て
、
「
あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
れ
を
根
拠

・
手
段

に
、
煮
え
た
湯
な

ら
も

っ
と
近
寄
り
が
た
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
類
推
さ
せ
て
い
る
。

「
…
…
だ
に
あ
る
を
」
型
の
接
続
形
式
に
は
、
連
用
形
の
中
止
法

に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
次
に
そ
の
例
を
示
す
。

⑫の
世

の
中
に
多
か
る
古
物
語

の
端
な
ど
を
見
れ
ば
、
世
に
多
か
る

そ
ら
ご
と
だ

に
あ
り
、
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上
ま
で
か
き
日
記

し

て
、
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な
む
。

(蜻
蛉

・
上

・
序
)

・
そ
れ
に
恥
つ
か
し
う
、
な
ま
め
か
し
き
顔
姿
に
ぞ
物
し
給

へ
る
。

か
た
は
ら
よ
り
み
る
だ
に
あ
り
、
向

ひ
ゐ
て
あ
ら
ん
は
。

(宇

津
保

・
楼

の
上
上
)

こ
の
第

一
例
は

「世
に
多
か
る
そ
ら
ご
と
」
を
相
対
的
に
軽

い
も

の
と
し

て
、
そ
れ
に
対
す
る
思
い
を

「
あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
れ
を

根
拠

・
手
段

に
後
句

の

「人
に
も
あ
ら
ぬ
身

の
上
ま
で
か
き
日
記

し
し
た
場
合
の
読
者
の
思
い
を
、
「
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
も
あ
り
な

む
」
と
、
そ
の
程
度

の
重
さ
を
類
推

さ
せ
て
い
る
。
「あ
り
」
で
朧

化
し
た
意
味

の
範
囲
は
、
主
と
し
て
そ
の

「
め
づ
ら
し
き
さ
ま
」
と

類
義
性
を
保

て
る
範
囲

に
限
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
解
釈

の
方
向

に
つ
い
て
は
次
の
指
摘
に
従

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

「だ
に
あ
り
」
は
慣
用
句

で
、
下
文

「め
づ
ら
し
き
さ
ま
」
と

関
連
し
、
「
だ
に

(メ
ヅ
ラ
シ
キ
サ

マ
ニ
)
あ
り
」
の
意
と
す

る
石
田
穣
二
氏
説

(「解
釈
と
鑑
賞
」

昭
和
三
十
七
年
十

一
月
)

が
正
し
い
。
〈
語
釈
〉
あ
り
ふ
れ
た
作

り
ご

と
で
さ
え
、

つ
い

て
い
け
な
い
の
に
、
〈訳
〉

(柿
本
奨

『蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』
)

「…
…
だ

に
あ
る
を
」
型
の
複
文
形
式

は
、
見
て
き
た
よ
う

に

「
だ
に
」
の
類
推
用
法
に
よ

っ
て
前
句

の
述
語

の
状
態
を
相
対
的
に

程
度

の
軽

い
も
の
と
し
て
、
「あ
り
」
で
朧
化
し
、
そ
れ
を
根
拠

・

手
段

に
後
句
の
状
態
の
重
さ
を
類
推
さ
せ

る
意
味
関
係
を
基
本
と
す

る
。
そ
の
関
係

に
お
け
る
程
度
の
軽
重
の
対
比
性
は
、
類
推
の
働
き

を
別
に
す
れ
ば
、
「…
…

は
あ
れ
ど
」
型
の
程
度
差
と
も

一
脈
通
じ

る
点
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「あ
り
」
で
朧
化

さ
れ
る
意
味

は
、

こ
の
型
の
複
文
形
式
に
お
い
て
も
、
主
と
し
て
後
句
の
述
語
に
依
存

し
、
そ
の
状
態
や
評
価
と
類
義
性
を
保
て
る
範
囲
で
理
解
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

し
か
し
、
副
助
詞

「だ
に
」
の
使
用
に
は
、
目
的
論
的
に
後
句
の

程
度
の
重
さ
を
強
く
訴
え
る
と
い
う
、
情
意
的
な
主
張
性
が
強
く
、

後
句
は
む
し
ろ
そ
の
情
意
に
即
し
て
展
開

し
が
ち
で
あ
り
、
類
推
の

論
理
か
ら
言
え
ば
、
飛
躍
的

で
あ
る
こ
と
も
多

い
。
「…
…
だ
に
あ

る
を
」
型

の
複

文
形
式

に
、
文

脈

に
依

存

し
が

ち
の
接
続
助

詞

「
に
」
や
連
用
形
中
止
法
は
用
い
ら
れ
て
も
、
論
理
性
に
す
ぐ
れ
る
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　ヱ

接
続
助

詞

「
ど
/
ど
も
」
の
共
起
し
た
例
が
な
い
の
も
、
そ
の
よ
う

な
強

い
情
意
と

「
ど
/
ど
も
」
と
は
な
じ
み
に
く

い
た
め
で
あ
ろ
う
。

「
…
…

は
あ
れ
ど
」
型
の
複
文
形
式
に
適
用
で
き
た

「と
も
か
く
」

と

い
う
訳
語
は
、
こ
の
型
の
訳

に
は
合
わ
な
い
が
、
そ
れ
も
類
推
を

働
き
か
け
る
強

い
志
向
が
、
適
合
し
な

い
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
型
の
複
文
形
式
に
比
べ
れ
ば
、
普
通
と
高
度
の
程
度
差
を
対
比
す

る

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
の
論
理
関
係
は
、
は
る
か
に
明
確
で
あ

っ

た
と
言

え
よ
う
。

三
の
五
、
「
…
…
さ

へ
あ
る
に
」
型

副
助

詞
の
世
界

で
は
、
中
世
以
降
を
中
心

に
、
「だ

に
」
に

「
さ

へ
」
が
交
替
し
て
い
く
意
義

・
用
法
の
通
時
的
変
化
が
あ
る
。
す
で

に
述

べ
た

「…
…
だ
に
あ
る
を
」
型
の
副
助
詞

「だ
に
」
の
位
置
に

も
、
そ

の
推
移
を
反
映
し
て
、
「
さ

へ
」
が
現
れ
る
こ
と
も
次
第
に

多
く
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
現
れ
た
副
助
詞

「さ

へ
」

が
、
主

と
し

て
接

続
助
詞

「
に
」
と
共

起

す
る
複

文
形

式
を
、

「…
…

さ

へ
あ
る
に
」
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
「…
…
さ

へ
あ

る

に
」
型

に
お
け
る

「
あ
り
」
の
朧
化
用
法
は

「…
…
だ

に
あ
る

を
」
型

の
そ
れ
の
後
身

に
他
な
ら
な
い
。

「…
…
さ

へ
あ
る
に
」
型
に
は
、
室
町
時
代
か
ら
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

㈲
見

ぬ
さ

へ
あ
る
に
、
さ
て
見

て
は

の

(宗
安
小
歌
集

・
一
=

二
)

・
今
夜
是

へ
参

た
を
命
を
助

て
被
下
る

〉
さ

へ
有

に
、
何
と
是

(巨
太

刀
)
が
申

請
ら

る
〉
物

で
御

ざ

る
ぞ
。

(虎
寛

本
狂

言

・
連
歌
盗
人
)

・
敷
居

の
内

へ
泥
臑
を
切

込

さ

へ
有

に
。
此

刀

で
誰

を
切
。

(浄

・
義
経
千
本
桜

・
二
)も

て
あ
そ

・
今
ま
で
さ
ん
ざ
人
の
感
情
を
弄
ん
で
置
き
な
が
ら
、
今
と
成
て

…
-
本
田
な
ぞ
に
見
返

へ
る
さ

へ
有
る

に
、
人
が
穏

か
に
出
れ

つ
け
あ
が

ば
付
上
ツ
て
、
(
二
葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
二

・
一
二
)

「
…
…
さ

へ
あ
る
に
」
型
の
複
文
形
式
も
、
相
対
的
な
程
度

の
軽

重
の
対
比
に
よ

っ
て
、
前
句

の
事
態
か
ら
よ
り
重

い
事
態
を
類
推
さ

せ
る
意
味
関
係
を
基
本
と
す
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、
「あ
り
」
で

朧
化
さ
れ
る
意
味
が
基
本
的

に
後
句

の
述
語
に
依
存
し
て
そ
れ
と
類

義
的
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
情
意
的
な
主
張
性
の
強
さ
か
ら
、

後
句

へ
の
展
開
は
飛
躍
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
そ
の
前
身

で
あ

る

「
…
…
だ
に
あ
る
を
」
型
の
場
合
と
特

に
変
わ
り
は
な

い
。
た
だ

異
な
る
の
は
、
そ
の
例
が
中
世
以
降
に
偏

る
と
い
う
時
代
的
な
分
布

の
し
か
た
の
み
で
あ
る
。

四
、
衰
退
理
由
と
近
代
語
の
類
義

表
現

「
…
…
は
あ
れ
ど
」
型
は
、
そ
の
例
が
和
歌
に
し
か
な
か

っ
た
点

で
も
、
そ
の
勢
力
は
最
も
限
ら
れ
、
中
古

の
う
ち
に
衰
退
し
た
よ
う

219複 文前句 における 「あ り」の朧化用法



に
見
え

た
。
「
…
…
し
も
あ
れ
」
型
と

「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型
は
、

中
世
に
も
そ
の
例
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も

「
…
…
し
も
あ
れ
」
型
、

「…
…

こ
そ
あ
れ
」
型
の
順
に
、
次
第
に
文
語
化
し
、
や
が
て
姿
を

消
す
こ
と
に
な

っ
た
。
「…
…
だ

に
あ
る
を
」
型
も
、
使
用
さ
れ
た

の
は
中
世
ご
ろ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単

に
姿
を
消
す
と
い
う
よ

り
、
中
世
を
過
渡
期
と
し
て
そ
の
後
身
の

「
…
…
さ

へ
あ
る
に
」
型

に
道
を
譲

っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
て
譲
ら
れ
た

「
…
…

さ

へ
あ

る
に
」
型
だ
け
が
近
代
語
ま
で
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保

っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
複
文
前
句
に
お
け
る

「
あ
り
」
の
朧
化
用
法
を

全
体
と
し
て
通
時
的

に
見
れ
ば
、
そ
れ
は
古
代
語
を
中
心
に
認
め
ら

れ
る
現
象
で
あ
り
、
中
世
語
を
過
渡
期
と
し
て
近
代
語

に
お
け
る
衰

退
は
か
な
り
著
し

い
と
言

っ
て
よ
い
。

問
題

の

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
は
、
こ
の
よ
う
に
通
時
的
に
は
古

代
語
を
中
心

に
認
め
ら
れ
る
と
総
括
で
き
る
が
、
だ
と
す
れ
ば
、

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
が
古
代
語

に
お
い
て
こ
そ
盛
ん
で
あ

っ
た
の

は
な
ぜ

か
、
そ
の
理
由
や
背
景
も
、
併
せ
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
問
題

に
な
る
。
そ
こ
で
、
次

に
そ
の
点

に
つ
い
て
の
見
通
し
を
少
し
述

べ

よ
う
。「あ

り
」
の
朧
化
用
法
が
古
代
語
を
中
心
に
盛
ん
で
あ

っ
た
、
そ

の
理
由

な
い
し
背
景
は
、
動
詞

「あ
り
」
の
用
法
自
体

に
つ
い
て
の

そ
れ
と
、
も
う

一
つ
、
前
句
に
お
い
て
主
語
を
中
心
と
す
る
連
用
文

節
を
提

示
し
、
そ
の

「あ
り
」
の
用
法
を
助
け
た
で
あ
ろ
う
、
「は
」

「
こ
そ
」
「し
も
」
「
だ
に
」
「
さ

へ
」
と
い
う
助
詞

の
振

る
舞

い
に

つ
い
て
の
そ
れ
と
に
、

一
応
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

古
代
語
の
動
詞

「あ
り
」

に
は
、
そ
れ

に
近
接
す
る
か
た
ち
で
、

補
助
動
詞
の

「
あ
り
」
や
、
最
初
に
触
れ
た
補
助
動
詞
寄
り
の
代
理

的
な

「あ
り
」

の
用
法
も
あ
り
、
古
代
語

で
は
そ
れ
ら
が
互

い
に
連

携
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ

っ
た
。
そ
の
う
え
、
古
代
語
の
助
動
詞

・

接
続
詞

な
ど

に
は
、
「あ
り
」
や

「あ
り
」
を
語
源
的

に
含

む
形

(「け
り
」
[た
り
」
「な
り
」
「
め
り
」、
「
さ
れ
ば
」
「
さ
れ
ど
」
な

ど
)
が
多
く
、
「
あ
り
」
の
助
け
を
借
り
る
形
容
詞

の
補
助
活
用
の

よ
う

に
、
近
代
語
ま
で
あ
ま
り
変
わ
ら
ず

に
継
承
さ
れ
る
現
象
も
そ

れ
と
併
せ
て
、
古
代
語
の
文
法
に
は

「あ
り
」
を
中
核
と
す
る
よ
う

な
構
文
体
制
が
き
わ
め
て
顕
著
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
近
代
語

で
は
、

補
助
動
詞
で
も
古
代
語
の

「あ
り
」
の

一
部
は

「
い
る
」
と
交
代
す

る
と

か
、
接
続

詞

に
は
む
し

ろ
サ
変
動

詞

「す

る
」
を
含

む
形

(「そ
う
し
て
」
「す
る
と
」
な
ど
)
が
代
わ

っ
て
台
頭
に
し
て
く
る

な
ど
、
全
体
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
分
散
し
希
薄
化
す
る
方
向

に
あ

る
。
問
題
の

「
あ
り
」
の
朧
化
用
法
が
、
古
代
語
を
中
心
に
盛
ん
で

あ
り
え
た
理
由
、
な
い
し
、
事
情
の

一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
点

に
求

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
う

一
つ
の
観
点
、
す
な
わ
ち
、
前
句

に
お
い
て
主
語
を
中
心
と

す
る
連
用
文
節
を
提
示
し
、
述
語
と
し
て

の

「あ
り
」
の
朧
化
用
法

を
助
け
た
と
見
う
る
、
「
は
」
「
こ
そ
」
「
し
も
」
「だ

に
」
「
さ

へ
」
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と

い
う
助
詞
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
助
詞
の
う
ち
、
「は
」
「
こ
そ
」
は
係
助
詞
で
あ

り
、
「
し
も
」・
「
だ
に
」
「さ

へ
」
は
通
説
に
よ
れ
ば
副
助
詞
で
あ
る

が
、
「
…
…
し
も
あ
れ
」
型
の

「
し
も
」
は
、
先

に
も
触
れ
た
よ
う

に
係
助

詞
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「あ
り
」
の
朧
化

用
法
を
導
く
そ
れ
ら
の
助
,i,�
�
多
く
は
係
助
詞
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

現
象
も
古
代
語
の
係
り
結
び
体
制
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
、
構
文
規
則

の
あ
り
よ
う

の

一
環
と
見
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
「あ
り
」
の
朧
化

用
法
に
は
、
助
詞
の
下
位
分
類
に
寄
せ
て
言
え
ば
、
係
助
詞
に
導
か

れ
る
複
文
形
式
と
副
助
詞

に
導
か
れ
る
複
文
形
式
と
が
あ
る
こ
と
に

な
る
が
、
係
助
詞
に
導
か
れ
る
形
式
が
よ
り
古
く
、
よ
り
多

い
こ
と

も
、
係
り
結
び
体
制
と
の
連
関
性
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
中
世
を
境
に
姿
を
消
す
が
、
そ
の
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
中

世̂
に
お
け
る
係
り
結
び
体
制

の
衰
退
と
連
動
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
た
だ

一
つ
近
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
る
複
文
形
式
は
、

副
助
詞

「だ
に
」

の
後
身
の

「さ

へ
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う

に
副

助
詞

に
導
か
れ
る
形
式
だ
け
が
近
代
語
ま
で
維
持
で
き
た

の
も
、

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
が
係
り
結
び
体
制
と
の
連
関

に
お
い
て
開
拓

さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
と
見
れ
ば
、
副
助
詞
に
導
か
れ
る
形
式
は
本
来

よ
り
周

辺
的
な
あ
り
よ
う
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
あ
な
が
ち
偶
然

で
は
な

い
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
あ
り
」

の
朧
化
用
法
が
衰
退
し
た
と
は
い
え
、
複
文

前
句
の
述
語
を
、
後
句

の
強
調
手
段
と
し

て
朧
化
す
る
表
現
法
自
体

は
、
近
代
語

に
も
姿
を
変
え
て
継
承
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
る
。
対
比

的
な
構
造
の
め
だ

つ

「
…
…

こ
そ
あ
れ
」
型
の
後
身
と
し
て
は
、
複

文
前
句

の

「あ
り
」
の
代
わ
り

に
、
連
語

「知
ら
ず
」
「
い
ざ
知
ら

ず
」
、
「と

も
あ

れ
」、
副

詞

「
と
も

か
く

(も
)」
、
不
定

代
名

詞

「何
」
を
核
と
す
る

「何
だ
け
れ
ど
も
」、
な
ど
を
用
い
て
、

い
わ
ば

こ
と
ぼ
を
濁
し
な
が
ら
、
後
句
の
肝
心
な
言
及
の
説
得
力
を
高
め
よ

う
と
す
る
言

い
方
が
、
新
た
に
形
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る

述
語
の
上
接
成
分

に
共
起
す
る
助
詞
、
な

い
し
助
詞
的
な
語
に
は
、

「
は
」
「な
ら
」
「た
ら
」
「
か
ら
」
な
ど
、

総
じ
て
提
示
的
条
件
的

な
意
を
表
す
語
が
共
起
す
る
傾
向
が
あ
る
。

ま
ず
、
複
文
前
句

の
述
語
に
連
語

「知

ら
ず
」
「
い
ざ
知
ら
ず
」

を
共
起
さ
せ
た
例
は
、
次
に
そ
の

一
斑
を

示
す
よ
う
に
江
戸
時
代
か

ら
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の

「ず
」
の
連

用
形
の
中
止
法
が
接
続
形

式

に
な

っ
て
い
る
と
見
う
る
も
の
で
あ
る
。

㈱
殿
達
こ
そ
女
郎
を
目
利
き
し
て
、
「
た
れ
を
呼
ぼ
」
「か
れ
を
話

そ
」
と
い
わ
ん
す
れ
、
女
郎

の
か
た

か
ら
、
指
し
合

い
は
し
ら

ず
、
殿
達
を
選
ぶ
事
は
な
ら
ぬ
事

で
ご
ざ
ん
す
。

(仮

・
難
波

鉦

・
一
)

・
此
中
に
は
奇
々
妙
々
と
い
ふ
品
が
あ

る
が
、
そ
れ
と
も
そ
な
た

が
、
わ
し
が
い
ふ
事
さ

へ
聞
な
ら
ば
、
こ
の
箱
の
う
ち
は
い
ざ

し
ら
ず
、
ま
だ
ど
の
よ
ふ
な
ち
ん
ぶ

つ
で
も
み
せ
る
こ
Σ
ろ
、
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サ

ア
返
答
は
な
ん
と
く

。

(伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・
序
幕
)

・
ほ

か
の
女
な
ら

い
ざ
知
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
日
本
人
の
美
し

さ
、
精
神
的
ば
か
り
で
な
く
、
肉
体
的
に
も
特
殊
な
美
し
さ
を

認

め
て
ゐ
る
あ
た
し
に
は
、
ま
る
で
縁
の
遠

い
こ
と
で
す
わ
。

(岸
田
国
士

・
古

い
玩
具
)

連
語

「と
も
あ
れ
」
や
、
副
詞

「
と
も
か
く

(も
)
」
を
前
句

の

述
語
と
す
る
複
文
の
例
も
、
江
戸
時
代
か
ら
あ
る
。
た
だ
し
、
次
に

示
す
よ
う

に
、
江
戸
時
代
の
例
は

「は
し
と
共
起
す
る
例
が
多
く
、

明
治
以
後

に
は
、
「な
ら
」
「
た
ら
」
な
ど
の
条
件
形
式
と
共
起
す
る

例
が
多

く
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑳
ま
あ
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
ふ
久
し
く
来
る
と
い
ふ
も
縁
だ

ろ
ふ
と
思

つ
て
、
(洒

・
傾
城
買
二
筋
道
)

・
大
ま
い
百
両
と
い
ふ
金
故
、
ひ
よ
つ
と
間
違
ひ
で
も
あ
る
時
は

　
己
は
兎
も
あ
れ
、
奥
に
居
る
昨
夜
助
け
た
木
屋
の
若
い
衆
、
家

け
へ

へ
帰
す
こ
と
も
な
ら
ず
ど
う
し
た
ら
よ
か
ら
う
か
、
(伎

・
三

.
人
吉
三
廓
初
買

・
三
幕
目
)

と

カ
く

く
し
ば
か
り

そ
れ

㈱
イ

ヱ
く

、
着
物
は
兎
も
角

も
、
此
櫛

斗
は
、
夫

に
ち
が

ひ

は
ご
ざ
ん
せ
ぬ
。

(伎

・
東
海
道
四
谷
怪
談

・
四
幕
目
)

だ
い
て
う

こ

み

せ

・
た

と

へ
内
証
は
兎
も
角
も
、
大
町
小
見
世

の
若
旦
那
、
所
が
ら

は

で

そ
の
ひ
と

と

て
何
事
も
、
花
美
に
暮
せ
し
其
人
が
、
三
畳
敷
を
玉
の
と
こ
、

(人

・
春
色
梅
児
誉
美

・
初

・
一
)

と

カ
く

わ
が

・
な

ま
じ
お
辰
と
婚
姻
を
勧
め
な
か
つ
た
ら
兎
も
角
も
、
我
口
か

つ
ま

り

ら
事
仕
出
し
た
上
は
我
分
別

で
結
局
を
付
け
ね
ば
吉
兵
衛
も
男

な
ら
ず
と

(幸
田
露
伴

・
風
流
仏

・
八

・
下
)

・
外

の
御
邸
な
ら
ば
兎
も
角
も
、
堀
川

の
大
殿
様

の
御
側
に
仕

へ

て
ゐ
る
の
を
、
如
何
に
可
愛

い
か
ら
と
申
し
ま
し
て
、
か
よ
う

ぶ
し
つ
け

い
と
ま

に
無
躾

に
御

暇
を
願

ひ
ま
す
も
の
が
、
ど
こ
の
国

に
居
り
ま

せ
う
。
(芥
川
龍
之
介

・
地
獄
変

・
五
)

・
お
れ
の
小
説

の
批
判
を
す
る
な
ら
と
も

か
く
、
私
生
活
に
さ
ぐ

り
を
い
れ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
記
事
を

で
っ
ち
あ
げ

る
と
は
け
し

か
ら
ん
。

(筒
井
康
隆

・
と
な
り
組
文
芸
)

複
文
前
句
の
述
語
に
不
定
詞

「何
」
を
共
起
さ
せ
た
例
に
は
、
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
後
句
と
は
接
続
助
詞

「
け
れ
ど
も
」
な
ど
で

接
続
さ
れ
て
い
る
。

㈲
イ
ヤ
そ
り
や
今
迄

の
経
験
で
解
り
ま

す
、
そ
り
や
掩
ふ
可
ら
ざ

る
事
実
だ
か
ら
何
だ
け
れ
ど
も

…
-
そ
れ
に
課
長
の
所

へ
往
か

う
と
す
れ
ぼ
、
是
非
と
も
先
づ
本
田
に
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
、
(
二
葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
二

・
一
二
)

ひ
ど

ひ

と

・
「そ
れ
が
ね
、
酷

い
ん
だ
。
他
人
の
口

か
ら
言

つ
た
の
な
ら
何

ま
ま
は
は

じ
ゃ
け
ん

だ
け
れ
ど
、
あ

の
、
継
母
が
我
身
で
我

身
の
邪
慳
だ

つ
た
こ
と

を
私

に
話
し
た
ん
だ
よ
。

(泉
鏡
花

・
照
葉
狂
言

・
井
筒

・
二
)

必
要
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら

の
諸
形
式

に
よ

っ
て
、
旧
来

の

「あ

り
」
に
よ
る
朧
化
と
類
似
す
る
対
比
的
な
表
現
が
可
能
に
な

っ
た
こ

と
も
、
古
代
語
を
中
心
に
見
た

「あ
り
」

の
朧
化
用
法
の
近
代
語
に
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お

け

る
衰

退

傾

向

を

助

け

た

の

で

あ

ろ
う

。

古

代

語

を

中

心

と

す

る

「
あ

り

」

の
朧

化

用

法

は
衰

退

し

た

が

、

対

比

的

な
複

文

構

造

の
前

句

に

お

い

て
言

葉

を

濁

す

類

の
表

現

法

は
、

こ

の

よ

う

に
近

現

代

語

に

お

い
て

も

依

然

と

し

て
健

在

で

あ

る
。

注(
1
)

こ
こ
に
取
り
上
げ

る
表
現
法
に
関

す
る
先
行
研
究

に
は
、
以
下

の
よ
う

な
も

の
が
あ

る
。
佐
伯
梅
友

「
み
ち
の
く
は

い
つ
く
は
あ
れ
ど
」
(
『文
学
』

昭
七

・
四
、

『万
葉
語
研
究
』
昭
三
八
再
版
、
有
朋
堂
)
、
原
田
芳
起

「
い
つ

く

は
あ
れ

ど
考
」

(
『平
安

時
代
文

学
語

彙

の
研
究
』
、
昭

三
七
、
風
間
書

房
)
、
江
口
正
弘

「

こ
そ
あ
れ
」
考

-

文
型
と
意
味

ー

」

(『
国
語
学
』

五
五
集
)
、
武
山
隆
昭

「「
よ

に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご

と
だ

に
あ
り
」

の
解
釈

蜻
蛉

日
記

の
執
筆
意

図

に
ふ
れ

て
」
)

『椙
山

国
文

学
』
三
)
、
中
村

幸

弘

「
ば
こ
そ
あ
ら
め
」

(
『国
学
院
雑
誌
』
七
八

・
一
一
)
、
江

口
正
弘

「源
氏

物
語

・
若
紫

の

「
い
た
づ

ら

に
沈

め
る
だ
に
あ
る
を
」

の
解
釈

ー

「だ

に

あ

る
」

の
語
法

に

つ
い
て
ー

」

(
『国
語

教
育
研

究

(広
島

大
学

教
育
学

部
)』

二
六
上
)
、
碁
石
雅
利

「
ば

こ
そ
あ

れ
」
考
」

(『
聖
徳

学
園
短
期
大

学
文
学
研
究
』
二
)

(
2
)

拙
著

『古
代
接
続
法

の
研
究
』

(昭
五
五
、

明
治
書
院
)
第

四
章
。

(
3
)

こ
の
名
称
は
、
拙
著

『古
代
接
続
法

の
研
究
』
第

一
章

に
よ
る
。

(
4
)

山

田
孝
雄

『日
本
文
法
学
概
論
』

(昭

=

、
宝
文
館
)
第

二
十
七
章

に
、
こ
の

「
…
…

し
も
あ

れ
」
型
の
例
を
引

い
て
、
次

の
よ
う
に
あ

る
。

「し
も
」

こ
れ
は
間
投
助
詞

「
し
」
と
係
助
詞

「
も
」

の
合
成

せ
る

も

の
な
る
が
、

こ
れ

に
は
そ
の
力
甚
だ
強
く
な
り
て

「
こ
そ
」

に
准
ず

べ
く
、
文
中

に
あ
り
て
は
大
抵
終
止
に
曲
調
を
生
ぜ

し
め
用
言

の
已
然

形
を
以

て
そ
れ
に
応
ぜ
し
め
以
て
下

の
句

に
対
し

て
意
義
上
条
件
と
な

る

(形
は

つ
ゴ
か
ず
)

に
至
れ
る
あ
り
。

し
か
し
、
右
の
文
中

の

「
已
然
形
」

に
つ
い
て
は
、
同
書
第

五
十
七
章
に
、

同
様

の
例
を
挙
げ
、
次

の
ご
と
く

「
命
令
体
の
形
」
と
も
言

っ
て
い
て
、
そ

の
見
方

に
揺
れ
も
見
受
け
ら
れ
る
。

次

に
命
令
体

の
形
を
と
れ
る
も

の
に
も
亦
時
と
し

て
と
り
の
け
を
示
す

意
義
を
呈
し
仮
設
し
て
反
撥
す
る
場
合
な
ど

の
意
を
以
て

一
種

の
条
件

と
し
て
用
ゐ
ら
る

〉
こ
と
あ
り
。

(5
)

(
1
)
の
江

口
論

文

「
「
こ
そ
あ

れ
」
考

-

文

型
と
意

味

1

」

に
も

こ
の
種

の
転
義

に

つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
も
の
の
、
意
味
変
化

の
経
路

に

つ

い
て
は
別
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(6
)

拙
著

『古
代
接
続
法
の
研
究
』
第
九
章
。

(7
)

拙
著

『古
代
接
続
法
の
研
究
』
第
四
章
。
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