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山

ロ
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二

一

予
想
と
企

て

二

中
世
以
降
の

「
は
つ
〉
は
て
る
」
「
す
ま
す
」

三

室
町
期
以
降

の

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」

四

近
世
以
降

の

「
て
し
ま
ふ
」

五

結

び

古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞
は
、
中
世
室
町
期
、
過
去

の
助
動

詞
と
併
せ
て

「
た
り
」
か
ら
転
じ
た

「
た
」

に
統
合
さ
れ
た
。

本
稿
は
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

や
そ
れ
ら
を
統
合
し
た

「
た
」
と
の
関
係
を
中
心
に
、
完
了
表

現
の
通
時
的
変
化
に
か

か
わ

っ
て
き
た
補
助
動
詞
の
役
割
と
そ

の
用
法
の
概
要
に
見
通

し
を

つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
中
世
を

中
心
に

「
ぬ
」
「
つ
」

の
各
領
域
と
の
か
か
わ
り
が
そ
れ
ぞ
れ

う
か
が
え
る
、
「
は

つ
V
は
て
る
」
と

「す
ま
す
」
、
室
町
期
以

降
、
「
た
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
完
了
の
意
を
分
析
的

に
表
す
役
割
を
担

っ
た

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」、
近
世
以
降
、

広
く
完
了
の
意
を
分
析
的
に
表
す
役
割
を
担
い
、
よ
り
多
様
な

用
法
を
分
化
し
て
き
た

「
て
し
ま
ふ
」
、

な
ど

の
振
る
舞
い
を

探

っ
て
い
る
。
助
動
詞
の
統
合
に
伴
う
表
示
性
の
後
退
と
連
動

す
る
よ
う
に
、
完
了
表
現
に
お
け
る
補
助
動
詞
の
役
割
が
次
第

に
高
ま
る
通
時
的
変
化
を
確
認
す
る
も

の
で
あ
る
。



一

予
想
と
企
て

古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
「
た
り
」

「
り
」
は
、
過

去

の
助
動
詞

「
き
」
「け
り
」
と
と
も
に
、
近
代
語
化

の
過
程
で
、

助
動
詞

「
た
り
」
か
ら
転
じ
た

「
た
」
に
収
斂
し
、
「
た
」

の

一
語

に
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
変
化
が
通
時
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て

　
ユ
　

進
行
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
探
り
を
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

近
代
語
の
助
動
詞

「
た
」
は
、
そ
の
統
合
の
結
果
、
か

つ
て
の
完
了

の
助
動
詞
と
過
去

の
助
動
詞
を
兼
ね
る
に
至
り
、
完
了
の
ア
ス
ペ
ク

ト
と
過
去

の
テ
ン
ス
を
併
せ
て
担
う
こ
と
に
な

っ
た
。
古
代
語
の
助

動

詞
が
個
々
に
持
ち
え
た
働
き
に
比

べ
る
と
、
「
た
」

の
表
示
力
は

完

了
と
過
去

の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
著
し
く
後
退
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
完
了
表
現
や
過
去

の
表
現
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
近
代
語

で
は
助
動
詞
以
外

の
形
式
に
よ

っ
て
、
よ
り
分
析
的
に
そ
れ
ら
の
意

を
表
現
す
る
傾
向
を
強
め
、
助
動
詞
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
後
退
を
多

分

に
肩
代
わ
り
し
て
き
た
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
統
合
に
伴
う
、
完
了

の
助
動
詞
と
し
て
の
働
き
の
後
退
に
つ
い
て
は
、
「す
で
に
」
「も
う
」

「す

つ
か
り
」
な
ど
の
副
詞
や

「
て
し
ま
ふ
」
な
ど
に
至
る
補
助
動

詞

に
よ
る
補
完
と
分
析
化
が
進
ん
だ
と
予
想
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
そ

の
よ
う
な
予
想

の
も
と
に
、
「た
」
に
よ
る
統
合
に
伴
う
完
了
の
表

、示
力

の
後
退
が
、
補
助
動
詞

の
面

で
ど
の
よ
う
に
補
完
さ
れ
、
分
析

化

さ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
の
見
通
し
を
得
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

完
了
の
助
動
詞
と
総
称
さ
れ
る
古
代
語

の

「
ぬ
」
「
つ
」
「
た
り
」

「
り
」

の
う
ち
、
「
た
り
」
と

「り
」
は
、
結
果
の
存
続
を
表
す
特
徴

に
お
い
て
、
自
然
的
な
変
化
の
終
了
を
表
す

「
ぬ
」
や
人
為
的
な
動

作
の
完
結
を
表
す

「
つ
」
と
は
本
来
め
だ

つ
差
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、

「
た
り
」
と

「
り
」

の
間
で
は

「
り
」
が

一
足
早
く

「
た
り
」

に
統

合
さ
れ
た
ほ
か
、
そ
れ
ら
本
来
の
結
果
の
存
続
の
表
示
に
つ
い
て
は
、

完
了
の
助
動
詞
全
体
の

「た
」

へ
の
収
斂

に
先
立
ち
、
変
化
の
進
行

や
動
作
の
継
続

・
反
復
な
ど
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
表
示
も
担
う
、
補
助

動
詞

「
て
あ
る
」
や

「
て
ゐ
る
」
に
よ
っ
て
肩
代
わ
り
さ
れ
て
い
た

と
見
て
よ
い
。
「
た
り
」
は

「
て
あ
り
」

の
縮
約
形
と
し

て
成
立
し

た
助
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
補
助
動
詞

「
て
あ
る
」
や

そ
の
類
義
語

「
て
ゐ
る
」
の
発
達
は
、
か

つ
て

「た
り
」
を
生
み
出

し
た
連
語
が
後
に
力
を
得
て
子
孫
の
仕
事
を
肩
代
わ
り
し
た
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

「
た
り
」
が
本
来
担

っ
て
い
た
存
続
の
意
の
表
示
性
は
、
自
然
的

な
変
化
の
結
果
に
も
人
為
的
な
動
作
の
結
果
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た

の
で
、
「
た
り
V
た
る
V
た
」
と
変
化
し
た

「
た
」

は
、

そ
れ
本
来

の
表
示
性
を
そ
れ
ら
の
補
助
動
詞
に

一
任
し
て
身
軽
に
な

っ
た
代
わ

り
に
、
そ
の
変
化
に
も
動
作
に
も
適
用
で
き
る
固
有
の
用
法
の
広
が

り
に
基
づ
き
、
残
り
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

を
統
合
す
る
役
割
を

　　
　

担
え
た
の
で
あ
る
。
「
た
」

に
よ
る
完
了

の
助
動
詞

の
統
合

に

つ
い
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て
は
、
そ
の
意
味

で
古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞
の
う
ち
で
も
、
い
わ

ば
狭
義
の
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
の
働
き
を
中
心

に
考
え
て

差
し
支
え
な
い
と
言
え
よ
う
。

補
助
動
詞

「
て
あ
る
」
や

「
て
ゐ
る
」
も
、
す
で
に
述
べ
た
意
味

で
は
、
完
了
表
現
の
通
時
的
変
化
と
大
い
に
か
か
わ
り
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
登
場
と
勢
力
の
拡
大
は
、
む
し
ろ

「た
」
に
よ
る
狭
義
の

完
了
の
助
動
詞
の
統
合
を
誘
発
し
た
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
語

化

の
過
程
に
お
け
る
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
全
体
の
通
時
的
変
化
に
と

っ

て
も
、
か
な
り
先
駆
的
な
現
象
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
ほ
ぼ
時
を
同
じ

く
し
て
、
「
た
」
は
過
去
の
助
動
詞
も
統
合
し
た
か
ら
、
「
て
あ
る
」

や

「
て
ゐ
る
」
は
テ
ン
ス
形
式
の
通
時
的
変
化
に
と

っ
て
も
か
か
わ

り
を
も

つ
と
予
想
さ
れ
る
。
完
了
表
現
の
通
時
的
変
化
に
対
す
る
補

助
動
詞

「
て
あ
る
」
や

「
て
ゐ
る
」
の
か
か
わ
り
は
、
そ
の
意
味
で

む
し
ろ
別
格
で
あ
り
、
本
稿
の
対
象
に
は
収
め
切
れ
な
い
。

以
下
、
本
稿
で
は
古
代
語
の

「ぬ
」
「
つ
」
の
働
き
、
お
よ
び
、

そ
れ
ら
の
統
合
後
に

「た
」
が
担

っ
た
完
了
を
表
す
働
き
と
の
関
係

を
中
心
に
、
中
世
以
降
の
補
助
動
詞
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
補
完

し
、
分
析
化
す
る
役
割
を
担

っ
て
き
た
か
を
探
る
。
そ
の
可
能
性
の

あ

る
補
助
動
詞
と
し
て
は
、
「
は

つ
〉
は
て
る
」
「
す
ま
す
」

「
て
の

　ヨ
　

〈
〉
て
の
け
る
」
「
て
し
ま
ふ
」
な
ど
が
あ
る
。

そ
れ
ら

の
補
助
動

詞
ご
と
に
、
順
次
、
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

の
働
き
や
、

そ

れ
ら
を
統
合
し
た

「
た
」
の
働
き
と
の
関
連
性
を
見
定
め

つ
つ
、
そ

の
用
法
を
検
討
し
て
い
く
。
「
ぬ
」
「
つ
」

の
統
合
に
対
す
る
補
完
性

や
そ
れ
ら
の
分
担
し
て
き
た
領
域
に
お
け

る
分
析
化
を
見
き
わ
め
る

に
は
、
古
代
語
の

「
ぬ
」

が
担

っ
た
自
然
的
な
変
化

の
終
了
と
、

「
つ
」
が
担

っ
た
人
為
的
な
動
作

の
完
結

と
の
差
が
重
要
に
な
る
が
、

　る
　

そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
に
私
見
を
述
べ
た

の
で
、
こ
こ
で
は
原
則
と

し
て
そ
の
折
の
見
方
を
踏
襲
す
る
。

完
了
表
現
の
通
時
的
変
化
に
関
す
る
補
助
動
詞
の
補
完
性

・
分
析

化
は
、
そ
の
用
法
の
広
が
り
を
含
め
て
、
完
了
の
助
動
詞
の
統
合
さ

れ
る
過
程
か
ら
そ
の
統
合
後
に
か
け
、
次
第
に
高
ま
る
と
予
想
さ
れ

る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
補
助
動
詞
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
を
確
認
す

る
手
段
と
し
て
、
上
接
語

・
下
接
語
、
お
よ
び
、
そ
の
補
助
動
詞
の

活
用
形
に
よ
る
終
止
法

・
連
体
法

・
準
体
法
の
各
用
法
の
分
布
を
中

心
に
、
そ
の
用
法
の
広
が
り
に
も
注
意
し
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
用
法

に
お
け
る

「
ぬ
」
「
つ
」
の
そ
れ
と
の
共
通
性

に

つ
い
て
も
、
補
助

動
詞
ご
と
に
な
る
べ
く
ま
と
め
て
、
か
ん
た
ん
に
言
及
す
る
よ
う
に

し
た
い
。

な
お
、
下
接
語
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
直
下
の
そ
れ
に
限
定

し
、
直
下
の
そ
れ
の
用
法
ま
で
は
問
わ
な

い
。
た
だ
し
、
敬
語
の
補

助
動
詞

・
助
動
詞
が
直
下
に
来
る
場
合

の
み
、
そ
の
敬
語
の
直
下
に

用
い
ら
れ
た
語
も
下
接
語
と
見
な
す
。
敬
語
は
そ
れ
を
除
い
て
も

一

般
論
と
し
て
同
様
の
表
現
が
成
り
立

つ
と
見
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
ど
の
補
助
動
詞
に
も
認
め
ら
れ

る
語
や
用
法
、
た
と
え
ば
、

O　2



上
接
語
と
し
て
の
動
詞
連
用
形
、
下
接
語
と
し
て
の
接
続
助
詞

「
て
」、

打
消
の
助
動
詞
、
活
用
形
の
用
法
と
し
て
の
連
用
中
止
法
な
ど
に
つ

い
て
は

一
々
取
り
上
げ
な
い
。

研
究
史
を
顧
み
る
に
、
完
了
表
現
の
通
時
的
変
化
に
か
か
わ
る
補

助
動
詞
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
補
助
動
詞

「
て
し
ま
ふ
」
が
、
近
世

後
期
以
降
、
古
代
語
の

「
ぬ
」
「
つ
」
の
訳
語
と
し
て
注
意
さ
れ
て

　ら
　

き

た

こ
と

、

後

に
触

れ

る

よ

う

に

「
て

の
け

る

」

も

同

様

に
用

い
ら

れ

た

こ
と

が

あ

る

こ
と

ぐ

ら

い

で
あ

る

。

現

代

語

の

「
て
し

ま

ふ

」

　　
　

に
関
す
る
研
究
は
多
い
が
、
史
的
観
点
か
ら
の
先
行
研
究
は
、
そ
の

訳
語
と
し
て
の
関
係
を
除
い
て
、
何
も
な
い
と
い
え
よ
う
。
補
助
動

詞

の
通
時
的
変
化
に
関
す
る
研
究
自
体
き
わ
め
て
乏
し
い
が
、
完
了

表
現
の
通
時
的
変
化
に
か
か
わ
る
補
助
動
詞
の
役
割
を
探
る
本
稿
の

企

て
に
利
用
出
来
そ
う
な
先
行
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。

二

中
世
以
降
の

「
は
つ
〉
は
て
る
」
「す
ま
す
」

補
助
動
詞

「は

つ
」
は
、
古
代
語
で
は
変
化
の
終
了
の
表
現
に
も
、

動
作
の
完
結
の
表
現
に
も
用
い
ら
れ
、
助
動
詞

「
ぬ
」

「
つ
」
が
と

も

に
共
起
し
て
い
た
。

ω

「
…
…
か
く
恐
ろ
し
げ
に
荒
れ
は
て
ぬ
れ
ど
、
親
の
御
影
と

ま
り
た
る
心
地
す
る
古
き
住
処
と
思
ふ
に
慰
み
て
こ
そ
あ
れ
」

と

(源
氏

・
蓬
生
)

・
つ
ゆ
ば
か
り
の
言
の
か
よ
ひ
、
た
え
は
て
ぬ
る
な
め
り
と
思

す
に
、
心
細
く

(夜
の
寝
覚

・
二
)

②
た
ゴ
四
五
月
の
う
ち
に
、
史
記
な
ど
い
ふ
ふ
み
は
よ
み
は
て

た
ま
ひ
て
け
り
。
(源
氏

・
少
女
)

・
宣
旨
の
君
の
語
り
し
さ
ま
は
、
ま

こ
と
也
け
り
と
、
心
き
よ

く
あ
ら
は
し
は
て
つ
る
か
た
は
、
す

こ
し
心
お
ち
ゐ
給

に
け
り
。

(夜
の
寝
覚

・
四
)

し
か
し
、
中
世
鎌
倉
期
頃
を
境
に
、
補
助
動
詞

「
は
つ
V
は
て
る
」

は
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
に
偏

っ
て
く
る

一
方
、
そ
の
頃
か
ら
動

作
の
完
結
寄
り
の
表
現
に
は
、
補
助
動
詞

「
す
ま
す
」
が
登
場
し
て

く
る
。
個
別
に
見
て
い
る
限
り
、
そ
れ
ら
の
動
き
は
ま
だ
完
了
の
助

動
詞
の
統
合
と
直
ち
に
関
連
し
そ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
時

期
的
に
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
が

「た
」
に
収
斂
し
て
い
く
時
期
に
、

一
方
は

「
ぬ
」
が
分
担
し
て
き
た
領
域
に
偏
り
を
見
せ
、

一
方
は

「
つ
」
が
分
担
し
て
き
た
領
域
に
姿
を
表
す

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
両
者

の
歩
み
寄
り
に
見
ら
れ
る
対
応
性

に
、
完
了
の
助
動
詞
の
統

合

に
向
け
た
推
移
を
、
補
助
動
詞

で
側
面

か
ら
補
完
す
る
時
代
の
要

求
を
う
か
が
う
の
は
、
決
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
完
了
表
現
の
通
時
的
変
化
に
は
、
補
助

動
詞
の
用
法
の
広
が
り
か
ら
も
、
そ
れ
に
よ
る
補
完
と
分
析
化
が
次

第
に
高
ま

っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
。
そ
の
流
れ
か
ら
見

て
、
「
ぬ
」

「
つ
」
が

「た
」
に
収
斂
し
て
い
く
時
期
に
、
そ
れ
を
補
完
す
る
補

助
動
詞
の
最
初

の
動
き
が
、
あ
ま
り
め
だ
た
な
い
形
で
現
れ
る
の
も
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け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
は
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
に
、

補
助
動
詞

「
は
つ
〉
は
て
る
」
と

「
す
ま
す
」

に
つ
い
て
、
順
次
取

り
上
げ
る
。

中
世
鎌
倉
期
以
降
の

「は

つ
〉
は
て
る
」

に
も
、
文
語
的
に
は
古

代
語
以
来
の
語
法
も
継
承
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
「
つ
」

の
領
域

に
属
し
た
人
為
的
な
動
作
を
表
す
動
詞
と
共
起
す
る
例
も
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
例
は
た
と
え
ば
次

の
例
㈹
の
よ
う
に
打

消
と
共
起
し
て
、

一
つ
の
動
作
が
未
完
了
の
時
点

に
早
く
も
他

の
動

作
が
継
起
す
る
こ
と
を
表
す
慣
用
句
な
ど
に
偏

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

㈹

「
な
ど
や
宰
相

の
も
と
よ
り
、
今
ま
で
し
ら
せ
ざ
る
ら
む
」

と
の
給

ひ
も
は
て
ね
ば
、
宰
相
殿
よ
り
と
て
使
あ
り
。

(覚

一

本
平
家

・
二

・
少
将
乞
請
)

・
「今
出
河
の
辺
よ
り
世

に
な
し
源
氏
参
る
や
」
と
い
ひ
も
は

て
ぬ
に
、
太
刀
打
振
り
、
わ

つ
と
お
め
い
て
出

で
給
ふ
。

(義

経
記

・
二
)

こ
の
よ
う
な
慣
用
句
や
文
語
的
表
現

の
例
を
除
け
ば
、
中
世
以
後

は
自
然
的
な
変
化
を
表
す
動
詞
と
共
起
す
る
例

の
ほ
う
が
は
る
か
に

多
く
な
る
。
た
と
え
ば
、
『覚

一
本
平
家
物
語
』

に
補
助
動
詞

「
は

つ
」

の
例
は
六
五
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
例
㈲
の
よ
う
に
瞬
問
的
な
継

起

を
表
す
否
定
句

の
例
は
八
例
、
そ
れ
以
外

の
人
為
的
な
動
作
を
表

す
と
見
う
る
動
詞
に
付

い
た
例
は
八
例

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
然

的
な
変
化
を
表
し
て
い
る
と
見
う
る
動
詞

に
付

い
た
例
は
四
九
例

に

及
ぶ
。
ま
た
、
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

の
使

い
分
け
か
ら
見

て
も
、

次

の
よ
う
に

「
ぬ
」
と
は
共
起
し
て
い
る
が
、
「
つ
」
と
共
起
し
た

例
は
六
五
例
中
に

一
例
も
見
ら
れ
な
く
な

っ
て
い
る
。

ω
何
事
も
か
は
り
は
て
ぬ
る
浮
世
な
れ
ば
、
を
の
つ
か
ら
あ
は

れ
を
か
け
奉
る
べ
き
草
の
た
よ
り
さ

へ
か
れ
は
て
て
、

(覚

一

本
平
家

・
灌
頂

・
女
院
出
家
)

・
御
内
の
人
々
を
搦
取
り
、
御
謀
反

の
次
第
を
尋
て
、
う
し
な

ひ
は
て
候
ぬ
。
(覚

一
本
平
家

・
三

・
僧
都
死
去
)

右
の
第
二
例
は
、
人
為
的
な
動
作
を
表
す
と
見
う
る
動
詞
に
付
い

た
八
例
中
に
含
め
た
も
の
だ
が
、
「
ぬ
」
と
の
共
起
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
例
も
事
柄
自
体
は
む
し
ろ
変
化
の
終
了
寄
り
に
表
現
さ
れ
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
布
傾
向
か
ら
、
中
世

に
お
け
る
補
助
動
詞

「
は

つ
V
は
て
る
」
は
、
上
接
動
詞
の
意
義
傾
向
を
越
え
て
、
事
柄
を
変

化

の
終
了
寄
り
に
表
現
す
る
も
の
に
な

っ
て
き
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
例
㈹

の
よ
う
に
打
消
と
共
起
し
て
瞬
間
的
な
継
起
を
表
す

場
合

の
表
現
性
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
含

ま
れ
る
。

補
助
動
詞

「
は

つ
V
は
て
る
」
は
、
室
町
期
以
降
も
変
化
の
終
了

寄
り
の
表
現

に
偏
る
傾
向
を
示
す
が
、

近
世

に
は
例
⑤
の
よ
う
に

「
て
」
を
介
す
る

「
て
は
つ
〉
て
は
て
る
」
の
形

で
も
用
い
ら
れ

て

い
る
。⑤

…
…
と
申
け
れ
ば
、
上
下
大
笑
に
な
り
て
は
て
た
。
(
噺

・
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き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語

・
下

・
三
六
)

・
持
仏
堂
と
ひ
と

つ
に
置
所

の
な
い
身
と
な

つ
て
は
て
ぬ
。

(浮

・
世
間
娘
気
質

・
序
)

例
⑤
の

「
て
」
を
介
す
る
形
は
、
そ
の
頃
の
完
了
表
現
に
か
か
わ

る
よ
り

一
般
的
な
形
式

で
あ
る
後
述
の

「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
に

準

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
は

つ
〉
は
て
る
」
の
上
接
語
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
受
身
の

助
動
詞
の
例
が
拾
え
る
の
が
、
相
対
的
に
注
意
を
引
く
程
度
で
あ
る
。

⑥
我
身
天
理
に
た
が
ひ
、
仏
神
に
背
き
、
世
に
捨
て
ら
れ
、
人

に
疎
ま
れ
は
て
丶
、
か
の
災
を
払
ふ
べ
き
所
な
し

(仮

・
浮
世

物
語

・
五

・
五
)

下
接
語
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
、
完
了

・

推
定

・
推
量
を
表
す
各
助
動
詞
の
例
が
得
ら
れ
た
。

㎝
下
り
は
て
ば
、
勧
賞
蒙
ら
む
と
こ
そ
お
も
ひ

つ
る
に
、

(覚

一
本
平
家

・
十
二

・
泊
瀬
六
代
)

⑧

一
夜
の
う
ち
に
荒
に
し
か
ば
、
天
狗
の
棲
と
な
り
は
て
ぬ
。

(覚

一
本
平
家

・
二

・
山
門
滅
亡
)

・
因
果
晒
し
の
物
に
な
ら
う
に
あ
き
は
て
た
。

(浄

・
女
殺
油

地
獄

・
中
)

㈲
な
が
ら
へ
は
つ
べ
き
身
に
も
あ
ら
ず
と
て
、
(覚

一
本
平
家

・

八

・
太
宰
府
落
)

⑩

「あ
は
や
、
木
曽
が
参
り
候
ふ
そ
や
。
こ
の
た
び
ぞ
世
は
失

せ
は
て
ん
」
と
申
し
け
れ
ば

(百
二
十
句
本
平
家

・
九

・
義
経

院
参
)

完
了
の
助
動
詞
が
過
去
の
助
動
詞
と
と
も
に

「
た
」
に
統
合
さ
れ

て
後
は
、
共
起
す
る
副
詞
そ
の
他
の
文
脈

に
よ
ら
な
い
限
り
、
完
了

と
過
去
の
区
別
は
つ
け
が
た
く
な
る
か
ら
、
「
た
」

の
働
き
は
完
了

に
代
表
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
す
で
に
あ
げ
た
例
⑤
も
完
了
を
表
す

助
動
詞
の
下
接
し
た
例
で
あ

っ
た
。

次
に
、
活
用
形
の
用
法
に
は
終
止
形
に
よ
る
終
止
法
、
連
体
形
に

よ
る
連
体
法
の
例
が
得
ら
れ
た
。
係
り
結
び
の
連
体
形
の
結
び
に
よ

る
終
止
法
も
、
前
者
の
終
止
法
に
準
ず
る
と
見
て
併
せ
て
示
す
。

⑪
枕
を
な
ら
べ
し
い
も
せ
も
、
雲
ゐ
の
よ
そ
に
ぞ
な
り
は
つ
る
。

(覚

一
本
平
家

・
潅
頂

・
女
院
死
去
)

・
き
ん
ね
ん
小
用
づ
ま
り
で
、
さ

つ
ば
り
出
ぬ
に
は
こ
ま
り
は

て
る
。
(東
海
道
中
膝
栗
毛

・
六
下
)

あ
か
ら
さ
ま

　
む

　
づ
　
　

⑫
白
地
と
は
思

へ
ど
も
、
存
生
果
る
事
も
あ
り
。

(覚

一
本
平

家

・
一
・
祇
王
)

・
あ
だ
し
野
の
露
き
ゆ
る
時
な
く
、
鳥
辺
山
の
烟
立
ち
さ
ら
で

の
み
住
は
つ
る
な
ら
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
物
の
あ
は
れ
も
な
か

ら
ん
。
(徒
然
草

・
七
)

以
上
に
取
り
上
げ
た
共
起
性
に
つ
い
て
は
、
古
代
語
の
完
了
の
助

動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

に
も
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
用
法
が
指
摘

で
き

る
。
仮
定
に
つ
い
て
は
、
「
な
ば
」
「
て
ば
」
「
ぬ
と
も
」
「
つ
と
も
」
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に

よ

る
仮

定

表

現

が
あ

っ
て
、

例

⑳

は

「
な

ば

」

に
相

当

す

る
と

見

う

る

だ

ろ

う
。

完

了

の
意

は
、

そ

の
終

止

形

「
ぬ
」

「
つ
」

の
ほ

か
、

　ア
　

「
に
た
り
」
の
連
語
で
も
表
せ
た
。
例
⑧
の
第
二
例
は
そ
れ
に
相
当

す

る
と
見
う
る
。
「
に
け
り
」
「
て
け
り
」
の
連
語
に
も
、
そ
れ
に
相

当
す
る
例
が
多
い
。
推
定
の
意
に
は

「
べ
し
」
を
下
接
す
る

「
ぬ
べ

し
」
「
つ
べ
し
」
が
あ

っ
て
、
例
⑨
は

「
ぬ
べ
し
」

に
相
当
す
る
と

見
う
る
。
推
量
の
意
に
は

「む
V
ん
」
を
下
接
す
る

「
な
む
」
「
て

む
」
の
連
語
に
よ
る
表
現
が
あ

っ
て
、
例
⑩
は

「な
む
」
に
相
当
す

る
と
見
う
る
。
ま
た
、
終
止
法

・
連
体
法
に
相
当
す
る
用
法
と
し
て

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
終
止
形

「ぬ
」
「
つ
」
や
、
連
体
形

「
ぬ
る
」

「
つ
る
」
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
補
助
動
詞

「は

つ
〉
は
て
る
」
が
変
化
の
終

了
寄
り
の
表
現
に
偏

っ
て
く
る
中
世
鎌
倉
期
頃
に
は
、
そ
れ
と
連
動

す

る
よ
う
に
、
動
作
の
完
結
寄
り
の
表
現
に
、
補
助
動
詞

「す
ま
す
」

が
台
頭
し
て
く
る
。
補
助
動
詞

「す
ま
す
」
の
表
現
性
に
は
、
上
接

す

る
動
詞
の
表
す
動
作
に
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
満
足
の
い
く
完
遂

感
を
添
え
る
特
徴
が
め
だ
ち
、
「
は

つ
〉
は
て
る
」

が
担

っ
た
変
化

の
終
了
寄
り
の
表
現
が
自
然
的
結
果
的
に
事
柄
を
捉
え
る
の
と
は
対

照
的
で
あ
る
。

「す
ま
す
」
の
上
接
語
に
は
、
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
を
見
出
だ

せ
な
か

っ
た
。
下
接
語
と
し
て
は
、
⑬
逆
接
の
仮
定
を
表
す
と
見
う

る
接
続
助
詞

「
て
か
ら
」、
qの
完
了

・
⑮
意
志
を
表
す
各
助
動
詞

の

下
接
す
る
例
が
得
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
。

ヤ

ヤ

ヤ

と

け

⑱
た
と

へ
思
ひ
を
遂
す
ま
し
て
か
ら
、
畢
-竟
や
く
に
も
た

＼
ぬ

事
を
、
愚
痴
に
お
も
ひ
明
ら
め
ず
、

(盤
珪
仏
智
弘
済
禅
師
御

示
聞
書

・
上

・
二
〇
)

ω

「......」
と
い
ふ
今
様
を
四
五
反
う
た
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ

ば
、
(覚

一
本
平
家

・
十

・
千
手
前
)

・
ま
ん
ま
と

(酒
ヲ
)
の
み
す
ま
ひ
た
。
(
虎
明
本
狂
言

・
棒

縛
)

・
彼
盗
人
し
す
ま
し
た
り
と
悦
び
、
(噺

・
囃
物
語

・
上
)

⑮
申
す
ま
さ
う
と
は
ぞ
ん
じ
て
御
ざ
あ

つ
た
れ
共
、
殿
さ
ま
の

御
い
せ
い
に
お
そ
れ
て
、
け
で
ん
仕

て
申
そ
こ
な
ふ
た
と
仰
ら

れ
ひ
。
(虎
明
本
狂
言

・
今
参
)

こ
の
う
ち
、
意
志
を
表
す
用
法
は
、
完
了
の
助
動
詞

「
つ
」
に
、

意
志
を
表
す

「
む
」
と
の
連
語

「
て
む
」

に
よ
る
表
現
が
あ
り
、
例

㈲
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
見
う
る
。

活
用
形
の
用
法
に
は
、
次
の
よ
う
に
終
止
法
の
例
が
認
め
ら
れ
た

が
、
連
体
法
、
準
体
法
の
例
な
ど
は
見
当
た
ら
な
か

っ
た
。

㈹
鞍
馬
の
き
の
め
づ
け
、
牛
房
は
べ
ん
、
種
々
く
さ

ぐ

の
物

が
み
ち

く

て
あ
る
と
思
ふ
て
、
そ

の
お
と
き
を
お
こ
な
ひ
す

ま
す
、
爰
を
以
て

一
念
弥
だ
仏
即
滅
无
量
さ
い
と
も
、
又
あ
り

が
た
け
れ
ば
、
ざ
い
と
も
と
か
れ
た
が
、

(虎
明
本
狂
言

・
宗

論
)
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以
上
に
見
た
補
助
動
詞

「す
ま
す
」
の
用
法
は
、
文
の
成
分
の
観

点
か
ら
見
れ
ば
、
仮
定
を
表
す
場
合
も
含
め
て
、
述
語
と
し
て
の
用

法

に
偏

っ
て
い
る
。
後
述
す
る

「
て
し
ま
ふ
」
に
認
め
ら
れ
る
連
体

法
を
欠
い
て
い
る
点
な
ど
か
ら
見
て
、
か
な
り
現
実
の
あ
り
よ
う
に

即
し
、
動
作
の
完
結
性
を
強
調
す
る
場
合
に
、
そ
の
用
途
は
ま
だ
限

ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
比

べ
る
と
、
「
は

つ
〉
は

て
る
」

の
用
法
に
は
連
体
法

の
例
も
あ
り
、
相
対
的

に
そ
の
ほ
う
が

広
が
り
に
富
む
。
し
か
し
、
中
世

に
入

っ
て
変
化

の
終
了
寄
り
に
狭

ま

っ
て
き
た
と
は
い
え
、
文
語
的
表
現
と
口
語
的
表
現
と
の
区
別
も

概

し
て
つ
け
が
た
い
。
用
法

の
よ
り
限
ら
れ
た

「
す
ま
す
」
と
の
対

応
性
か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
用
法

の
広
が
り
に
は
文
語
的
な
古
い
用

法

が
尾
を
引
い
て
い
る
こ
と
に
よ
る
誤
差
を
か
な
り
見
込
む
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
口
語
の
世
界

で
完
了
の
助
動
詞
が

「
た
」
に
収
斂
し
、

「
ぬ
」
「
つ
」
の
分
担
が
解
消
し
て
い
く
時
期

に
、
補
助
動
詞

「
は

つ
V
は
て
る
」
は
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
に
偏
る
よ
う
に
な
り
、

逆

に

「す
ま
す
」
は
動
作
の
完
結
寄
り
の
表
現
を
担
う
べ
く
登
場
し

た
。
そ
れ
ら
の
変
動
は
、
か

つ
て
の

「ぬ
」
「
つ
」

の
分
担
基
準
を
、

部
分
的
に
も
せ
よ
、
補
助
動
詞
の
世
界
で
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
動

き
と
解
釈
し
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
補
助
動
詞
は
、
完
了
の
助
動
詞
の

,
通
時
的
変
化
を
幾
分
か
は
補
完
し
分
析
化
す
る
役
割
を
担

っ
た
と
見

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

な
お
、
近
世
初
期
頃
以
降
、
次

に
示
す
よ
う
に
他
動
詞
形
の
補
助

動
詞

「
て
は
た
す

(
て
果
た
す
)
」
も
現
れ
る
が
、

こ
れ
は
動
作

の

完
結
寄
り
の
表
現
に
限

っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
す
ま
す
」
や
後

述
の

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」
と
類
義
性

の
高

い
補
助
動
詞
と
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

㎝
に
く
い
や

つ
じ
や
、
そ
れ
が
し
が
く
う
て
は
た
さ
う
。

(天

理
本
狂
言
六
義

・
首
引
)

・
腹
が
立

つ
た
に
よ
り
、
ね
て
は
た
し
た
。
(
仮

・
難
波
鉦

・

六
)

三

室
町
期
以
降
の

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」

室
町
期
に
は
、
新
た
に
補
助
動
詞

「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
が
現

れ
る
。
こ
の
補
助
動
詞
は
、
早
く
か
ら
多
く

「
て
」
を
介
し
て
用
い

ら
れ
た
。
ま
た
、
口
語
の
世
界
で
完
了
の
助
動
詞
が

「た
」
に
統
合

さ
れ
た
後
、
そ
の
補
助
動
詞
は
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
に
も
、
動

作
の
完
結
寄
り
の
表
現
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ

は

「た
」
に
統
合
さ
れ
た
助
動
詞
の
完
了

の
働
き
を
よ
り
分
析
的
に

表
す
役
割
を
担
う
に
至

っ
た
補
助
動
詞
の
第

一
号
と
見
て
よ
い
。

「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
に
つ
い
て
も
、
上
接
語
に
は
特
に
注
意

す
べ
き
も
の
は
な
い
。

下
接
語
に
つ
い
て
は
、
⑬
完
了

・
⑲
推
量

・
⑳
意
志

・
⑳
希
望
を

表
す
各
助
動
詞
、
お
よ
び
、
⑳
命
令
形
な
ど
の
命
令
を
表
す
文
末
形
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式

の
例

が
得

ら

れ

た
。

一
部

に

「
て
」

を

介

し
な

い
例

も

あ

る

の

で
、

併

せ

て
あ

げ

る
。

,
⑱
此

間
小

智

小

見

デ
物

二
拘

テ

ア

ル

ヲ
、

子

由

二
逢

テ
空

尽

シ

打

開

シ

テ

ノ
ケ

タ
ゾ

。

(
四
河

入

海

・
二

二

・
三

43

オ

)

・
た

ち

ど

こ
ろ

に

屈
強

の
者

を
十

五
人

斬

り
伏

せ

た

れ
ば

、

太

刀

の
切

つ
先

五
寸

ば

か

り
打

ち
折

つ
て
捨

て

て

の

け

た

。

(
天

草

版

平

家

・
二

・

=

二
頁

)

・
乳

母

は

、

…

…

餅

が

喉

に
詰

つ
て
、

つ
ゐ
死

ん

で
の

け

ま

し

た

。

(
浄

・
丹

波

与

作

待

夜

の
小

室

節

・
上

)

・
ワ

シ
ガ

恋

ヲ

バ
…

…

枕

ヨ
リ
外

ニ

ハ
又

ト
知

ル
人

モ
ナ

カ

ッ

タ

ニ
、

涙

ヲ
ド

ウ

モ

エ
セ
キ

ト

メ
イ

デ
、

ツ
イ

ト

リ

ハ
ヅ

シ

テ

モ

ラ

シ

テ

ノ
ケ

タ

ワ
イ

。

(
古

今

集

遠

鏡

・
恋

三

)

と
く
さ

⑲

あ

の
や

う

に

ほ

つ
い

て
は

、

や

ン
が

て
身

代

は
、

木
賊

色

で

お

ろ
す

や

う

に
な

つ
て

の
け

ふ

と

笑

ひ
け

る
。

(
浄

・
心

中

重

井

筒

・
上

)

・
ソ
シ

テ

ソ
ノ

ミ

ヲ

ッ
ク

シ

ト
云

名

ノ

ト
ホ

リ

ニ
、

身

ヲ

ッ
ク

シ

テ

シ

マ
ウ

テ

ノ

ケ

ル

デ

ア

ラ

ウ

(
古

今

集

遠

鏡

・
恋

二
)

⑦①

我

ガ

此

間

御

史

ノ
獄

二
入

ル

ハ
此

間

我

ガ

ワ

ル
キ

処

ヲ
ナ

ヲ

シ
テ

ノ
ケ

ン
為

ニ

セ

ラ

ル

・
モ
仏

ノ
善

巧

方

便

ト
同

ジ

事

ゾ

(
四
河

入

海

・
二

二

・
三

43

ウ
)

・
く
す

し

ほ

ど

の
も

の
が

、

か

み
な

り

の
れ

う

ち

を

し

ら

ぬ

か

。

や

う

じ

や

う

せ
ず

は

ひ
き

さ

ひ

て

の
け

う

。

(
虎

明

本

狂

言

・

雷
)

・
ま
つ
こ
ち
ら
を
し
ま
ふ
て
の
け
う
か
。
(浄

・
心
中
重
井
筒

・

上
)

⑳
た
つ
も
た
丶
れ
ず
い
る
も
い
ら
れ
ず
/
は
ぬ
け
鳥

つ
る
な
き

弓
に
お
ど
ろ
き
て

斯
様
に
付
け
の
け
た
く
候
。
(至
宝
抄
)

・
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
胸
痛
み
、
わ
し
か
ら
先

へ
死
に
さ
う
な
。

い

つ
そ
死
ん
で
の
け
た
い
と
、
泣
く

よ
り
外
の
こ
と
そ
な
き
。

(浄

・
曾
根
崎
心
中
)

⑳
弁
慶
が

つ
ぶ
り
を
わ
れ
て
の
け
と
、
二
三
度
こ
そ
は
張
ら
れ

た
れ
。
(室
町
物
語

・
弁
慶
物
語
)

・
そ
ん
な
ら
火
箸
で
焼
い
て
の
け
。

(浄

・
心
中
重
井
筒

・
中
)

完
了
を
表
す
例
⑱
の
第

一
・
三
例
は
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
で

あ
ろ
う
。
第
二

・
四
例
は
、
動
作
の
完
結
寄
り
の
表
現
と
見
う
る
も

の
で
あ
る
。
第
二
例

(天
草
版
平
家
の
例
)
は
、
百
二
十
句
本
の
対

応
箇
所
に

「捨

て
て
げ
り
」
と
、
助
動
詞

「
つ
」
が

「け
り
」
と
と

も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
、
原
文
と
見
込
め
る
そ
の
口
語
訳
で
あ

る
。
第
四
例

(古
今
集
遠
鏡
の
例
)
も
、
「
も
ら
し

つ
る
か
な
」
と

助
動
詞

「
つ
」
が
用
い
ら
れ
た
古
今
集
歌

の
口
語
訳
で
あ
る
。

推
量
を
表
す
例
⑲
の
第
二
例
は
、
『
古
今

・
恋
二
』

の

「
君
恋

ふ

る
涙
の
床
に
満
ち
ぬ
れ
ば
み
を

つ
く
し
と
そ
我
は
な
り
け
る
」
の
第

四
五
句
の
補
訳
部
分

で
あ
り
、

こ
れ
は
後

に
取
り
上
げ
る
補
助
動
詞

「
て
し
ま
ふ
」
に

「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
が
下
接
し
た
め
ず
ら
し
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い
例
で
あ
る
。
こ
の
例
に
お
け
る

「
て
し
ま
ふ
」
と

「
て
の
け
る
」

の
承
接
に
は
、
相
対
的
に

「
て
の
け
る
」
の
ほ
う
に
よ
り
強
い
現
実

的
な
判
断
性

・
情
意
性
が
う
か
が
え
よ
う
。
富
士
谷
成
章
の

『
あ
ゆ

ひ
抄
』
や
本
居
宣
長
の

『古
今
集
遠
鏡
』
の
訳
し
方
に
照
ら
し
て
も
、

「
て
し
ま
ふ
」
は
そ
の
出
現
後
、
ま
ず
は

「
ぬ
」

に
当
た
る
変
化

の

終
了
寄
り
の
訳
語
に
多
く
用
い
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
「
て

の
く
∀
て
の
け
る
」
に
よ
る
完
了
の
助
動
詞
の
訳
例
は
、
今

の
と
こ

ろ
、
例
㈹
の
第
四
例

一
つ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は

「
つ
」

に
当

た
る
動
作
の
完
結
寄
り
の
表
現
で
あ

っ
た
。
「
て
し
ま
ふ
」
と

「
て

の
け
る
」
の
共
存
す
る
時
期
に
は
、
相
対
的
に

「
て
し
ま
ふ
」

の
ほ

う
が
変
化
の
終
了
寄
り
に
適
し
、
「
て
の
け
る
」

の
ほ
う
は
そ
の
よ

り
強
い
現
実
的
な
判
断
性

・
情
意
性
か
ら
、
む
し
ろ
動
作
の
完
結
寄

　　
　

り
に
適
す
る
と
見
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
に
取
り
上
げ
た
用
法
の
う
ち
、
希
望

・
命
令
を
表
す
も
の
は

こ
れ
ま
で
の
補
助
動
詞
に
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
古
代
語
の

「ぬ
」

「
つ
」

の
用
法
と
対
照
さ
せ

て
言
え
ば
、
希
望
の
意
は
た
と
え
ば

「
に
し
か
な
」
「
て
し
か
な
」
の
連
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
ぬ
」
「
つ
」

を
含
む
形
で
表
す
こ
と
が

で
き
た
し
、
命
令
の
意
は
そ
の
命
令
形

「
ね
」
「
て
よ
」
で
表
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
て
の

く
V
て
の
け
る
」
に
お
い
て
、
す
で
に
古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞
に

相
当
す
る
用
法
の
広
が
り
は
か
な
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

活
用
形
の
用
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
終
止
形
に
よ
る
終
止
法
の
例

が
あ
る
。

㈱
惣
じ
て
貴
人
大
人

へ
は
、
何

に
限
ら
ず
か
や
う
の
珍
し
き
物
、

お
目
に
か
け
ぬ
が
料
理
の
習
ひ
、
…
…
お
国
自
慢

の
お
咄

の
上
、

ふ
と
余
国
よ
り
御
所
望

の
時
、
跡

へ
も
先

へ
も
い
か
ず
、
国
中

を
尋
ね
て
も
有
合
せ
ず
、
お
の
つ
か
ら
殿
様
を
嘘

つ
き
に
し
て

の
け
る
。
(浄

・
心
中
宵
庚
申

・
上
)

こ
の
例
は
、

一
般
論
と
し
て
奉
公
人

の
思
慮
不
足
が

「
殿
様
を
嘘

つ
き
に
し
て
の
け
る
」
と
、
奉
公
人

の
対
処

の
し
か
た
に
そ
の
責
め

を
認
め
る
言

い
方
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
意
図
的
な
動
作

の
表
現

で

は
な
い
が
、
主
体

に
責
め
を
認
め
る
動
作

の
表
現
に
は
、
例
⑱
第
四

例

の
原
文

「
も
ら
し

つ
る
か
な
」
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
古

く
は
助
動
詞

「
つ
」

で
表
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な

「
つ
」

の
用
法
は
、

意
図
的
な
動
作

の
表
現
に
対
す
る
い
わ
ば
擬
制

で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
や
は
り
人
為
的
な
動
作

の
完
結
寄
り
の
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

な
お
、
次

の
よ
う
に
終
助
詞
の
下
接
す
る
文
末
用
法
も
、
用
法
と

し
て
は
終
止
形
終
止
法

に
近

い
。

こ
の
例

は
変
化

の
終
了
寄
り
の
表

現
の
例

で
あ
る
。

⑳
言

ハ
氷

ハ
春

ニ
ナ
リ
テ
ハ
無
真
堅

シ
テ
ヤ
ガ
テ
ト
ケ
テ
ノ
ク

'
ル
ゾ

(四
河
入
海

・
八

・
三
3ー
オ
)

さ
て
、
室
町
期

に
現
れ
た

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」

に
は
、
見
て

き
た
よ
う
に
変
化

の
終
了
寄
り
の
表
現
と
動
作

の
完
結
寄
り
の
表
現
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と
が
共
存
し
て
い
た
。
補
助
動
詞
に
お
け
る
両
者
の
共
存
は
、
古
代

語

の
補
助
動
詞

「
は

つ
」
に
も
認
め
ら
れ
た
が
、
古
代
語
に
お
け
る

「
は

つ
」
の
そ
れ
は
、
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
な
ど
の
分
担
体
制
に
支

え
ら
れ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
助
動
詞
が

「
た
」

に
統
合
さ
れ
た
室
町
期
に
お
け
る
共
存
と
は
、
ま

っ
た
く
意
味
が
異

な

る
。
「
は

つ
〉
は
て
る
」
と

「
す
ま
す
」
も
、
「た
」

へ
の
収
斂
の

進
行
す
る
時
期
に
お
い
て
こ
そ
、
先
述
の
分
担
傾
向
に
よ
っ
て
助
動

詞

の
変
化
を
補
完
す
る
意
味
を
も
ち
え
た
が
、
統
合
さ
れ
た
助
動
詞

「
た
」
が
変
化

の
終
了
と
動
作

の
完
結
の
差
を
越
え
、

そ
れ
ら
に
共

通
す
る
完
了
の
意
を
担
う
に
至

っ
た
室
町
期
の
口
語
で
は
、
そ
の
完

了

の
意
を
ま
と
め
て
よ
り
分
析
的
に
表
示
す
る
こ
と
こ
そ
、
補
助
動

詞

に
対
す
る
新
た
な
要
請
に
な

っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
要
請
に
は
、
統
合
さ
れ
た
完
了
の
助
動
詞

「た
」

に
見
合

う
形
で
、
変
化
の
終
了
も
動
作
の
完
結
も
と
も
に
分
析
化
す
る
能
力

こ
そ
求
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
助
動
詞

「
た
」
が
完
了
の
助
動
詞

「
た
」
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
時
期
は
短

い
。
過
去

の
助
動
詞

「
き
」
「
け
り
」
が
、
連

体
形
の
終
止
形
同
化

に
よ

っ
て

「
き
〉
し
」
「
け
り
〉
け
る
」

に
な

る
段
階
か
ら
、
そ
れ
ら
が

「
た
り
」
と
複
合
し
て

「
た
り
し
V
た
し

〉
た
」
や

「た
り
け
る
〉
た
け
る
〉
た
」
と
い
う
過
程

の
も
と
に
、

口
語
の
世
界
で

「
た
」

に
収
斂
し
て
し
ま
う
の
も
、
同
じ
室
町
期

の

　ユ

出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
点
も
含
め
て
考
え
れ
ば
、
補
助
動
詞
で
完
了

の
意
を
よ
り
分
析
的
に
表
す
こ
と
を
求
め

る
時
代
の
要
請
は
、
い
っ

そ
う
強
く
な

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

室
町
期
に
現
れ
た
補
助
動
詞

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」
は
、
そ
の

よ
う
な
時
代
の
要
請
を
う
け
て
、
す
で
に
統
合
さ
れ
た
完
了
の
助
動

詞

「た
」
に
対
し
、
さ
ら
に
は
完
了
と
過
去
の
助
動
詞

「た
」
に
対

し
て
、
そ
の
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的
に
表
示
す
る
役
割
を
担

っ
て

こ
そ
登
場
し
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
か

つ
て
の
完

了
の
助
動
詞
の
分
担
体
制
を
基
準
に
し
て
見
る
と
き
、
室
町
期
に
現

れ
た
補
助
動
詞

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」

の
用
途
が
、
変
化
の
終
了

寄
り
と
動
作
の
完
結
寄
り
の
両
者
に
ま
た
が
る
の
は
当
然
の
こ
と
と

い
え
る
。

な
お
、
文
の
成
分
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
以
上

に
見
た
補
助
動
詞

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」
の
用
法
も
、
述
語
と
し

て
の
そ
れ

に
な
お

集
中
し
て
い
る
。
後

に
述

べ
る

「
て
し
ま
ふ
」

の
用
法

に
比

べ
れ
ば
、

同
じ
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的

に
表
す
と
は
い
え
、

「
て
の
く
〉

て

の
け
る
」

の
使
用
は
、
ま
だ
現
実

の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
完
了
の
意

を
分
析
的

に
表
す
場
合

に
限
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
す
で
に
述

べ

た

「
て
し
ま
ふ
」
と
の
相
対
関
係

に
お
け
る
よ
り
強

い
現
実
的
な
判

断
性

・
情
意
性
も
、
同
じ
こ
と
を
そ
の
補
助
動
詞

の
表
現
性
に
即
し

て
言

い
換
え
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
「
た
」
に
統
合
さ
れ
た
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的
に
表
す

役
割
を
担

っ
た

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」

の
登
場
も
、
そ
の
時
期
以

0
0
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降

の
補
助
動
詞
に
、
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
と
動
作
の
完
結
寄
り

の
表
現
の
差
に
か
か
わ
る
意
義
を
示
す
必
要
が
な
く
な

っ
た
こ
と
ま

で
は
意
味
し
な
い
。
そ
の
差
に
か
か
わ
る
鎌
倉
期
以
降
の

「
は
つ
〉

は
て
る
」
や

「す
ま
す
」
の
分
担
傾
向
も
、
す
で
に
触
れ
た
通
り
、

近
世
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る

「
て
し
ま

ふ
」
の
出
現
後
、
相
対
的

に

「
て
し
ま
ふ
」
が
変
化

の
終
了
寄
り
に

適

し
、
「
て
の
け
る
」
の
ほ
う
が
む
し
ろ
動
作

の
完
結
寄
り
に
適
す

る
と
見
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
す

で
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

四

近
世
以
降
の

「
て
し
ま
ふ
」

補
助
動
詞

「
て
し
ま
ふ
」
が
現
れ
た
の
は
、
近
世
中
期
で
あ
る
。

「
て
の
く
V
て
の
け
る
」
よ
り
後
れ
て
現
れ
、

や
が

て
そ
れ
に
取

っ

て
替
わ
っ
て
、
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的
に
表
す
標
準
的
な
補
助
動

詞

に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
変
化
の
終
了
寄
り
に
も
、
動
作
の

完
結
寄
り
に
も
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ

て
、
こ
こ
で
は
そ
の
差
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
る
べ
く
省
略
す
る
。

動
詞

「し
ま
ふ
」
に
由
来
す
る
補
助
動
詞
に
は
、
こ
れ
と
並
ん
で
、

「
て
」
を
介
せ
ず
動
詞
連
用
形
に
直
接
付
く
補
助
動
詞

「
し
ま
ふ
」

も
あ
る
が
、
よ
り
文
語
的
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
れ
も

「
て
し
ま
ふ
」
に
含
め
、
併
せ
て
そ
の
例
を
示
す
に
と
ど
め
る
。

「し
ま
ふ
」
の
形
に
は
、
打
消
の
助
動
詞
に
付
く

「ず
に
し
ま
ふ
」

「
な

い

で
し

ま

ふ
」

と

い

う
言

い
方

も

あ

る
。

そ

の

言

い

方

の

「
に

し

ま

ふ

」

「
で
し

ま

ふ
」

に

も
、

「
て
し

ま

ふ
」

に
相

当

す

る
補

助

動

詞

性

を

認

め

て
よ

い
と

思

う
。

よ

っ
て
、

「
に

し

ま
ふ
」
「
で
し
ま

ふ
」

は
、

そ

の
上

接

語

の
影
響

に
よ

る

「
て
し

ま

ふ
」

の
変

異

と

見

な

し
、

併

せ

て
言

及

す

る

こ
と

に

し

よ

う
。

「
て
し

ま

ふ

」

は
尊

敬

語

と

し

て
は

「
て
お

し

ま

ひ

だ
」

「
て
お

し

ま

ひ

に
な

る
」

な

ど

と

な

り

、

逆

に

く
だ

け

た
言

い
方

で

は
、

転

じ

て

「
チ

マ
ウ

」

「
チ

ャ

ウ
」

と

も

な

る
が

、

そ
れ

ら

の
例

も

併

せ

て
示

す

こ
と

が

あ

る
。

ま

ず

「
て
し

ま

ふ

」

の
上

接

語

に

つ
い

て

は
、

次

の

よ
う

に
㈱

受

身

・
⑳

使

役

の
助

動

詞

の
例

が

あ

る

こ
と

、

お

よ
び

、

「
て
し

ま

ふ
」

の
変

異

と

見

て
よ

い

「
に
し

ま

ふ

」

「
で
し

ま

ふ
」

に

そ

れ

ぞ

れ

打

消

の
助

動

詞

⑳

・
⑱

が

上

接

す

る

こ
と

に
注

目

し

て
よ

い
。

⑳

其

疑

ひ
は

一
時

限

り

何

処

か

へ
葬

む

ら

れ

て
仕

舞

つ
た

。

(
夏

目

漱

石

・
こ

丶
ろ

・
上

・
十

)

・
鶴

は

飛

ば

う

と

し

た

瞬

間
、

こ
み

あ

げ

て
く

る

水

の
球

に
/

喉

を

つ
ら

ぬ

か

れ

て
し

ま

つ
た
。

(
丸

山

薫

・
噴

水

・
『
帆

・
ラ

ン
プ

・
鴎

』
)

・

「
そ

ん

な

こ
と

を
言

っ
て
み

ろ
、

当

節

の
さ
れ

ち
ま

う
か

ら
」

(
曽

野

綾

子

・
太

郎

物

語

大

学

編

・
四

・
4

)

㈱

こ
ん

な

い

い

お
母

さ

ま

を
、

私

と
直

治

と

二
人

で

い

ぢ

め

て
、

困

ら

せ
弱

ら

せ
、

い

ま

に
死

な

せ

て
し

ま

ふ

の

で

は

な

か

ら

う

か

と
、

(
太

宰

治

・
斜

陽

・
三

)
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⑳

お

ら

ア

い
そ

が

し

く

て
見

ず

に
し

ま

ふ

ス

(
滑

・
浮

世

床

・

初

・
下

)

・
ど

う

し

て
も

さ

つ
ば

り

わ

か

ら

ず

に
し

ま

つ
て
も

、

そ

の
中

な
く
な
る

お

と

つ
さ

ん

も

亡

後

し

、

(
人

・
春

色

梅

児

誉

美

・
三

・
十

六

)

・
其
度
毎
に
私
は
躊
躇
し
て
、
口
へ
は
と
う

ー

出
さ
ず
に
仕

舞

つ
た
の
で
す
。
(夏
目
漱
石

・
こ
丶
ろ

・
下

・
十
六
)

⑱
さ
う
な
る
と
義
兄
や
上
の
姉
が
代
る
代
る
口
を
酸
く
し
て
頼

む
や
う
に
し
て
勧
め
て
も
、
最
後
ま
で

「う
ん
」
と
云
ふ
こ
と

を
云
は
な
い
で
し
ま

つ
た
。
(谷
崎
潤

一
郎

・
細
雪

・
上

・
二
)

古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞
に
も
、
「
け
さ
は
し
も
起
き
け
ん
方
も

し
ら
ざ
り
つ
」
(古
今

・
恋
三
)
な
ど
の

「
ざ
り

つ
」
と
い
う
言

い

方

が
あ
る
。
打
消
の
助
動
詞
を
上
接
語
と
す
る
用
法
は
そ
れ
に
相
当

す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
て
し
ま
ふ
」

に
先
行
す
る
補
助

動

詞
に
は
、
打
消

の
助
動
詞
を
上
接
語
と
す
る
用
法
は
認
め
ら
れ
な

か

っ
た
だ
け
に
、

こ
の
用
法
は
、
完
了
表
現
に
か
か
わ
る

「
て
し
ま

ふ
」

の
用
法

の
広
が
り
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。

次

に
、
下
接
語
や
活
用
形
の
用
法
の
広
が
り
に
つ
い
て
述
べ
る
。

そ
れ
に
は
理
由
や
仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
、
指
定

・
完
了

・
推
定

・

推

量

・
意
志

・
希
望
を
表
す
各
助
動
詞
、
勧
誘
の
文
末
形
式
、
命
令

形
を
含
む
命
令

の
文
末
形
式
、
終
止
法
、
連
体
法

・
準
体
法
な
ど
の

例
が
得
ら
れ
る
。
多
岐

に
わ
た
る
の
で
、
適
宜
に
区
分
し
な
が
ら
、

そ

の
広
が
り
を
見
て
い
く
。

接
続
助
詞
の
下
接
語
に
つ
い
て
は
、
理
由
と
仮
定
を
表
す
接
続
助

詞
の
下
接
に
し
ぼ

っ
て
取
り
上
げ
る
。
理
由
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

先
行
の
補
助
動
詞
に
そ
の
例
を
見
な
い
か
ら
で
あ
り
、
仮
定
に
つ
い

て
も
例
の
見
当
た
ら
な
い
も
の
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
理
由
を
表

す
語
の
下
接
し
た
例
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
得
ら
れ
た
。

し
ん

⑳
私
は
ど
ふ
で
今
に
死
で
し
ま
ふ
か
ら
。
米
八
さ
ん
と
中
を
よ

く
な
さ
い
ま
し
。
(人

・
春
色
梅
児
誉
美

・
三

・
十
三
)

・
そ
ん
な
ら
云

ツ
て
仕
舞
ふ
か
ら
宜

い
。

(二
葉
亭
四
迷

・
浮

雲

・
三

・
十
)

第

一
例
の
接
続
助
詞

「か
ら
」
は
根
拠
を
表
す
と
も
い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
例
の

「
て
し
ま
ふ
」
は
断
言
的
な
言
い
方
な
が
ら
、
内
容

的
に
は
未
実
現
の
事
柄
で
あ
り
、
第

一
例

は
推
量
表
現
に
、
第
二
例

は
意
志
表
現
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
点
が
あ
る
。

仮
定
を
表
す
接
続
助
詞
の
下
接
し
た
例

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。
例
G①
は
順
接
の
仮
定
表
現
、
⑳
は
逆
接
の
仮
定
表
現
で
あ
る
。

60
い
つ
そ
の
こ
と
に
、
何
も
訳
は
ね

へ
、
お
れ
ひ
と
り
坊
主
に

　
v

で
も

な

つ
て
し

ま

や

ア
双

方

静

に
納

り
も

付

し

、

(
人

・
春

色

辰

巳

園

・
三

・
四
)

・
死

ん

で

し

ま

へ
ば

も

う

そ
れ

ま

で
、

(
伎

・
鼠

小

紋

東

君

新

形

・
二
幕

目

)

・
い

つ
そ
思

ひ
切

つ
て
、

本

職

の
不

良

に
な

つ
て
し

ま

つ
た

ら

ど

う

だ

ら

う
。

(
太

宰

治

・
斜

陽

・
三

)
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⑳
そ
れ
で
私
を
殺
し
て
し
ま

つ
て
も
い
い
。

(中
原
中
也

・
盲

目
の
秋

・
『山
羊
の
歌
』
)

次
の
よ
う
に
助
動
詞

「
う
」
が
付
く
形
か
ら

「
も
の
な
ら
」

に
続

く
表
現
な
ど
も
、
併
せ
て
仮
定
す
る
用
法
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
ま

ど

う

劒
僕
が
旅
に
で
も
出

て
了
は
う
も
の
な
ら
、
後
は
奈
何
な
る
か

知
れ
な
い
。
(島
崎
藤
村

・
春

・
二
)

こ
の
う
ち
、
仮
定
を
表
す
下
接
語
の
例
は
、
「
は

つ
〉
は
て
る
」

「す
ま
す
」
に
は
あ

っ
た
が
、
「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
に
は
見
当
た

ら
な
か

っ
た
。

次
に
、
63
指
定

(断
定
)
・
劭
完
了

・
㈲
推
定

・
㈹
推
量

・
⑳
意

志

・
㈱
希
望
の
順
に
、
そ
の
意
を
表
す
助
動
詞
の
下
接
す
る
例
を
そ

れ
ぞ
れ
示
す
。

か
ね

す
て

⑬
今
に
見
ね
へ
よ
、
な
け
な
し
の
金
を
捨
て
、
ち

つ
と
ば
か
り

ひ
と

の
株
家
督
を
他
の
手
に
渡
し
て
し
ま
ふ
だ

(滑

・
浮
世
床

・
初

・

中
)

こ

な

・
粥
ば
か
り
食

つ
て
ゐ
る
と
、
そ
れ
以
上
の
堅
い
も
の
を
消
化

す
力
が
何
時
の
間
に
か
な
く
な

つ
て
仕
舞
ふ
の
だ
さ
う
で
す
。

(夏
目
漱
石

・
こ
丶
ろ

・
下

・
二
十
四
)

・
こ
の
マ
ス
ク
を
か
け
て
ゐ
る
と
、
舌
の
痛
み
が
消
え
て
し
ま

ふ
の
で
す
よ
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
三
)

岡
命
危
し
と
聞
及
び
し
が
、
い
か
う
重
い
か
、
但
し
無
常
の
夕

霧
と
、
き
え
う
せ
て
し
ま
う
た
か
。
(浄

・
夕
霧
阿
波
鳴
渡

・

上

)
・
彼

侍

が

豊

後

ぶ

し

で
、

小

胸

が

わ

る

ふ

な

つ
て
来

て
、

折

角

ち

そ

う

の
江

戸

り

や

う

り

を
、

皆

も

ど

し

て
仕

廻

ふ

た

そ

や
。

(
談

・
当

世

下

手

談

義

・
五

)

む

・

「
え

丶
、

う

る

さ

い

/

ど

う

な

と
勝

手

に
お

し

、
」

と

賺

さ

れ

て
仕

舞

ツ
た
。

(
二

葉

亭

四

迷

・
浮

雲

・
三

・
十

八

)

・
今

の
私

に

は

全

然

さ

う

い

ふ

事

は

な

く

な

つ
て

了

つ
た

。

(
志

賀

直

哉

・
邦

子

)

㈲

折

角

の
美

く

し

さ

が
、

其

為

に
破

壊

さ

れ

て
仕

舞

ひ

さ

う

で

私

は
怖

か

つ
た

の

で
す

。

(
夏

目

漱

石

・
こ

丶
ろ

・
下

・
五

十

)

㈲

あ

す

こ

の

や

て

へ
ぼ

ね

は
、

を

＼
か

た
あ

い

つ
が
、

く

ら

い

つ
ぶ
し

て
し

ま

う

だ

ろ
う

。

(
洒

・
総

籬

)

さ

う

き
い

い
で

う
ち

し

・
左
様
お
言
ひ
で
も
、

一
冊
も
聞
て
お
在
の
間
に
寐
て
お
仕
ま

ひ
だ
ら
う
。
(人

・
英
対
暖
語

・
二

・
八
)

・
人
に
引
上
ら
れ
て
見
ね
へ
、
何
か

の
こ
と
は
み
ん
な
ば
れ
て

仕
廻
ふ
だ
ろ
う
。
(伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・
序
幕
)

⑳
こ
れ
は
い
つ
そ
の
事
源
次
郎
お
国

の
両
人
を
槍
で
突
き
殺
し

て
、
自
分
は
腹
を
切

つ
て
し
ま
は
う
。
(
三
遊
亭
円
朝

・
牡
丹

燈
籠

・
五
)

・
糞

ツ
今
夜
言

ッ
て
仕
舞
は
う
。
(二
葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
一
・

四
)

・
い
つ
そ
早
く
東
京

へ
出
て
し
ま
は
う
か
と
思

つ
た
り
し
た
。
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(
夏

目

漱

石

・
こ

丶
ろ

・
中

・
七

)

㈱
梅

川

殿

へ
も
吹

込

ん

で
、

此

方

か

ら
挨

拶

切

り
、

嶋

屋

の
客

に
さ

ら

り

つ
と
請

さ

せ

て
し

ま

ひ

た

い
。

(
浄

・
冥
途

の
飛

脚

・

中

)
・
ア

・
モ
ウ
死

ん

で
し

ま

ひ

た

い
。

(
人

・
春

色

梅

児

誉

美

・

二

・
八

)

・
わ

た

し

や

そ

れ

が
悲

し

う

て
、

い

つ
そ
死

ん

で
し

ま

ひ

た

い
。

(
坪

内

逍

遥

・
桐

一
葉

・
第

五

段
)

例

⑬

の
指

定

を

表

す

も

の

に

つ
い

て

は
、

「
だ

」

「
の
だ

」

「
の

で

す
」

の
例

を

ま
と

め

て
あ

げ

た
。

ち

な

み

に
、

助

動

詞

「
た
」

に
近

い
下

接

語

と

し

て

は
、

補

助

動

詞

「
て
ゐ

る
V

て
る
」

の
下

接

し

た
例

も

あ

る
。

こ

の
場

合

の

「
て

ゐ

る
V

て
る
」

は
、

「
て
し

ま

ふ

」

に
よ

る

完

了

し

た

状

態

が

結

果

と

し

て
存

続

す

る

さ

ま
を

表

す

と

見

て

よ
か

ろ
う

。

あ

も

う

ひ
と
あ
し

し
ま

G㊥
彼

の
男

が
考

へ
る
時

分

に

は
、

最

早

一
歩

踏

み
出

し

て
了

つ

て
る
。

(
島

崎

藤

村

・
春

・
二
)

・
縮

ん

で
し

ま

っ
て

い

る

セ

ー

タ

ー

は

そ

の
ま

ま

も

ち

上

り
、

ず

り
下

っ
た
ズ

ボ

ン
と

の
問

に
、

お

へ
そ

が

覗

い

た
。

(
曽

野

綾

子

・
太

郎

物

語

大

学

編

・
三

・
1
)

古

代

語

で
は
助

動

詞

「
た

り
」

が

「
て
ゐ

る
」

と
同

様

の
意

を

表

せ

た

が
、

完

了

の
助

動

詞

「
ぬ
」

に
も

そ

の

「
た

り
」

を

下

接

す

る

「
に

た

り
」

が
あ

る

こ
と

は
す

で

に
述

べ

た
。

「
て
し

ま

つ
て
ゐ

る
」

式
の
言
い
方
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
意
を
、
二
つ
の
補
助
動
詞
に
よ
っ

て
よ
り
分
析
的
に
表
し
て
い
る
と
見
う
る
。
た
だ
、
助
動
詞

「た
」

も
例
Gの
の
第

一
・
四
例
な
ど
の
よ
う
に
、
結
果
の
存
続
の
意
も
表
し

う
る
か
ら
、
「
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
」
式
は
そ
の
よ
り
分
析
的
な
言

い

方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
命
令
形
を
含
む
命
令
の
文
末
形
式
の
例
を
示
す
。

㈹
お
給
仕
に
差
合
は
う
、
夕
飯
早
う
く
て
し
ま
や
と
、

(浄

・

大
経
師
昔
暦

・
上
)

・
う
ぬ
ら
も

一
つ
穴
の
む
じ
な
、
迯
し
た
先
を
ぬ
か
し
て
し
ま

へ
。
(伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・
序
幕
)

・

「お
ま

へ
た
ち
、
あ
の
宮
を
こ
は
し
て
し
ま

へ
、
私
は
三
日

の
間
に
、
ま
た
建
て
直
し
て
あ
げ
る
か
ら
。」
(太
宰
治

・
駆
け

込
み
訴

へ
)

こ
の
第

一
例
は

「く
う
て
し
ま
ひ
や
れ
」
の
つ
づ
ま

っ
た
形
で
あ

る
。以

上
に
取
り
上
げ
た
指
定
以
下
の
下
接
語
な
ど
の
う
ち
、
完
了

・

推
定

・
推
量

・
意
志

・
希
望

・
命
令
の
そ
れ
は
、
先
行
の
補
助
動
詞

に
も
す
で
に
認
め
ら
れ
た
。
指
定
の
助
動
詞

「だ
」

「
の
だ
」

の
類

の
下
接
だ
け
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
が
、

古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
に
も
、
「
ぬ
る
な
り
」
「
つ
る
な
り
」
の
形
で
そ
れ
に
相

当
す
る
用
法
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
て
し
ま
ふ
」

の

用
法
の
広
が
り
は
、
そ
の
点
で

「
て
の
く
〉
て
の
け
る
」
以
上
に
、
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古
代
語

の
完
了
の
助
動
詞
の
そ
れ
と
匹
敵
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言

え
よ
う
。

補
助
動
詞

の
活
用
形

の
用
法
と
し
て
は
終
止
法

・
連
体
法

・
準
体

法

の
例
が
あ

っ
た
。
ま
ず
終
止
形
の
終
止
法
に
は
、
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

ω
今
夜
も
う

一
度
火
事
が
あ
れ
ば
好
い
。
さ
う
す
れ
ば
人
手
に

わ
た
ら
ぬ
前
に
、
す

つ
か
り
雛
も
焼
け
て
し
ま
ふ
。

(芥
川
龍

之
介

・
雛
)

・
ど
う
も
か
う
寒
い
と
く
し
や
み
ば
か
り
出
て
、
せ

つ
か
く
の

恋
の
道
行
も

コ
メ
デ
ィ
に
な

つ
て
し
ま
ふ
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・

六
)

き
つ

と

ふ
と
ど
き

い
と
ま

働
兄
上
は
屹
度
不
届
な
奴
、
相
助
を
暇
に
し
て
し
ま
ふ
と
仰
し

い
と
ま

や

つ
て
お
暇
に
成
る
だ
ら
う
。
(
三
遊
亭
円
朝

・
牡
丹
燈
籠

・

九
)

か
く

・
其
様
な
事
お
言
ひ
な
さ
る
な
ら
匿
し
た
ツ
て
仕
様
が
な
い
、

い
つ

言

て
仕

舞

ひ

ま

す

…

…

言

て
仕

舞

ひ

ま

す

と

も

…

…

」

(
二
葉

亭

四

迷

・
浮
雲

・
二

・
十

二
)

㈲
死

ヌ

ル
迄

ニ
モ
ウ

一
度

本

膳

デ
御

馳

走

ガ
食

フ
テ
見

タ

イ

ナ

ド

・
云

フ

テ
見

タ

ト

コ

ロ
デ
今

デ

ハ
誰

モ
取

リ

ァ

ハ
ナ

イ

カ

ラ

困

ツ
テ

シ

マ
ウ

(
正

岡

子

規

・
仰

臥

漫

録

・
明

治

三

四

・
九

・

二
九

)

・
シ

ゲ
子

に

い

つ
も

か

い

て

や

つ
て

ゐ

る
漫

画

、

つ
い
私

ま

で

噴

き

出

し

て
し

ま

ふ
。

(太

宰

治

・
人

間
失

格

・
第
三

の
手

記

・

一
)

終
止
形
の
終
止
法
は
い
ず
れ
も
断
言
的

で
あ
る
が
、
ω
は
仮
定
条

件
や

一
般
条
件
の
結
果
を
表
し
て
お
り
、
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現

で
推
量
表
現
に
相
当
す
る
点
が
あ
る
。
幽
も
未
実
現
の
事
柄
で
あ
り
、

意
志
表
現
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
。
⑬
は
変
化
の
終
了
寄
り
の
表

現
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
で
は
情
意
性
を
強
調
す
る
役
割
も
担

っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

推
量
表
現
や
意
志
表
現
に
相
当
す
る
、

こ
の
よ
う
な
終
止
形
終
止

法
の

一
部
は
、
す
で
に

「
て
の
く
〉

て
の
け
る
」
に
も
認
め
ら
れ
た

が
、
ま
だ
例
は
な
か
り
限
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
用
法
が
さ
か
ん
に
な

る
の
は
、
「
て
し
ま
ふ
」
に
お
い
て
で
あ

る
。

そ
れ
に
相
当
す
る
終

止
形
の
用
法
は
、
古
代
語
に
お
け
る
助
動

詞

「
ぬ
」
「
つ
」

に
も
認

　　
　

め
ら
れ
る
の
で
、

こ
れ
ら
の

「
て
し
ま
ふ
」

の
用
法
は
、
そ
の
意
味

で
も
古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞
に
匹
敵
す
る
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
言
え
る
。

な
お
、
終
助
詞
を
下
接
す
る
次
の
よ
う
な
文
末
用
法
も
、
終
止
法

に
近
い
も
の
で
あ
る
。

働
今
に
だ
れ
ぞ
来
て
泣
ご
と
を
い
ふ
か
、
く
る
し
い
は
な
し
を

・
し
て
見
や
、
そ
れ
こ
そ
自
分
の
こ
と

は
忘
れ
て
、
持
て
行
な
ま

し
な
ん
ぞ
と
言
て
ほ
ふ
り
出
し
て
仕
ま
ひ
な
さ
ら
ア
。

(人

・

春
色
梅
児
誉
美

・
四

・
二
十
三
下
)
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・
そ
の
代
り
お
れ
の
眷
属
た
ち
が
、
そ
の
方
を
ず
た
ず
た
に
斬

幽
つ
て
し
ま
ふ
ぞ
。
(芥
川
龍
之
介

・
杜
子
春

・
四
)

,㈲
ヤ
イ
ふ
ん
ば
り
め
、
う
ぬ
、
あ
ご
が
す
ぎ
る
と
、
た
丶
つ
こ

ろ
し
て
し
ま
ふ
ぞ
。
(噺

・
聞
上
手
)

・
そ
れ
で
も
お
れ
が
わ
り
い
と
い
ふ
な
ら
死
ん
で
し
ま
は
ア
。

(人

・
春
色
辰
巳
園

・
初

・
五
)

・
私
な
ら
す
ぐ
下
宿
か
何
か
し
て
仕
舞
ひ
ま
さ

ア
。
(
二
葉
亭

四
迷

・
浮
雲

・
三

・
十
七
)

例
㈹
は
推
量
表
現
、
㈲
は
意
志
表
現
に
そ
れ
ぞ
れ
相
当
し
、
す
で

に
触
れ
た
終
止
法
の
例
ω

・
鰌
に
そ
れ
ぞ
れ
近
い
も
の
で
あ
る
。

「
て
し
ま
ふ
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
実
質
名
詞
に
か
か
る
純
然
た

る
連
体
法
の
例
㈱
や
、
準
体
句

(準
体
助
詞

「
の
」
を
伴
う
も
の
を

含
め
る
)
を
構
成
し
た
例
働
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は
こ
れ
ま
で
に
触
れ

た
補
助
動
詞
に
は
、
見
当
た
ら
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。

㈲
し
か
し
其
で
も
小
狐
家
を
出
て
了
ふ
気
に
は
な
ら
な
か

つ
た
。

(二
葉
亭
四
迷

・
平
凡

・
三
二
)

・
け
ふ
の
う
ち
に
/
と
ほ
く

へ
い
つ
て
し
ま
ふ
わ
た
く
し
の
い

も
う
と
よ

(宮
沢
賢
治

・
永
訣
の
朝

・
『
春
と
修
羅
』
)

お
い
ぼ

働
日
本
人
の
五
十
に
も
な
る
と
老
衰
て
仕
舞
ふ
の
と
は
、
比
べ

も
の
に
な
ら
ぬ
。
(末
広
鉄
膓

・
雪
中
梅

・
下

・
八
)

し
ぼ

・
ロ
バ此
儘

で
自
分
の
此
気
持
を
凋
ま
し
て
了
ふ
の
は
何
と
な
く

惜
し
い
気
が
し
た
。
(志
賀
直
哉

・
暗
夜
行
路

・
一
・
四
)

古
代
語
の
完
了
の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」
に
も
、
連
体
形

「
ぬ
る
」

「
つ
る
」
に
よ
る
連
体
法
や
準
体
法
が
あ

る
の
で
、
「
て
し
ま
ふ
」

の

用
法

の
広
が
り
は
、
そ
の
点

で
も
古
代
語

の
完
了
の
助
動
詞
に
匹
敵

す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
え
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
完
了
表
現

に
か
か
わ
る
補
助
動
詞
と
し
て
取
り

上
げ
た
も
の
の
中

で
は
、
「
て
し
ま
ふ
」

の
用
法
が
も

っ
と
も
広

い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
た
」
に
よ
る
統
合
後

の
完
了
表
現
を
最

初
に
補
完
し
た

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」

に
比

べ
て
も
、
そ
の
広
が

り
に
は
き
わ
め
て
顕
著
な
も
の
が
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

五

結

び

古
代
語
の
完
了

の
助
動
詞

「
ぬ
」
「
つ
」

は
、
中
世

に
入

っ
て

「
た
」
に
収
斂
し
、
室
町
期
に
は
過
去
の
助
動
詞
と
と
も
に

「
た
」

に
よ

っ
て
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
収
斂
と
統
合
を
中
心
と
す
る
助
動
詞

の
通
時
的
変
化
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
補
助
動
詞
に
は
ア
ス
ペ
ク
ト

的
な
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的

に
表
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
助
動
詞
の

通
時
的
変
化
を
補
完
す
る
動
き
が
芽
生
え
、
助
動
詞
の
働
き
を
肩
代

わ
り
し
て
い
く
推
移
が
次
第
に
顕
著

に
な
る
。

そ
の
補
完
的
な
動
き
と
し
て
最
初
に
注
意
し
て
よ
い
の
は
、
古
く

は

「
ぬ
」
「
つ
」
の
い
ず
れ
と
も
共
起
で
き
た
補
助
動
詞

「
は

つ
V

は
て
る
」
の
使
用
が
、
中
世
鎌
倉
期
頃
か
ら

「ぬ
」
の
分
担
し
て
き

た
変
化
の
終
了
寄
り
の
表
現
に
偏

っ
て
く

る

一
方
で
、
動
作
の
完
結
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寄
り
の
表
現
に
補
助
動
詞

「
す
ま
す
」
が
登
場
す
る
現
象

で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
補
助
動
詞
は
、
ま
だ
か
な
り
部
分
的
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

「
ぬ
」
「
つ
」

の
分
担
傾
向

に
沿

っ
て
、
そ
れ
ら
の
意
を
よ
り
分
析
的

に
表
す
役
割
を
担

い
、
「
ぬ
」
「
つ
」
が

「
た
」

に
収
斂
し
て
い
く
通

時
的
変
化
を
補
完
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

室
町
期

に
現
れ
た

「
て
の
く
V

て
の
け
る
」
は
、
す

で
に
完
了
の

助
動
詞
を
統
合
し
、
さ
ら
に
過
去
の
助
動
詞
も
統
合
し
た

「
た
」
に

対

し
て
、
そ
の
完
了
の
意
を
よ
り
分
析
的
に
表
す
役
割
を
担

っ
た
。

近
世
中
期
頃
ま
で
を
中
心
と
す
る
そ
の
用
法
に
は
、
す
で
に
か
な
り

の
広
が
り
が
認
あ
ら
れ
、
古
代
語
の

「
ぬ
」
「
つ
」

の
用
法

の
広
が

り
に
比

べ
て
も
、
現
実
に
即
し
た
表
現
性
を
中
心
に
そ
の
半
ば
に
は

相
当
す
る
も

の
が
認
め
ら
れ
る
。

近
世
中
期
に
現
れ
た

「
て
し
ま
ふ
」
の
用
法

に
は
、
「
て
の
く
〉

て
の
け
る
」
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
使
役
の
助
動
詞
を
上
接
語
と
す

る
例
や
、
打
消
の
助
動
詞
を
上
接
語
と
す
る

「
に
し
ま
ふ
」

「
で
し

ま
ふ
」
の
形
も
現
れ
、
ま
た
、
仮
定
を
表
す
語
を
下
接
す
る
用
法
や
、

連
体
法

・
準
体
法
な
ど
が
加
わ
る
ほ
か
、
終
止
法
も
さ
か
ん
に
な

っ

た
。
総
合
す
れ
ば
、
助
動
詞
が
幅
を
き
か
せ
て
い
た
古
代
語
の
完
了

表
現
に
お
け
る

「
ぬ
」
「
つ
」

の
用
法

の
広
が
り
に
比

べ
て
、
優
る

と
も
劣
り
は
し
な
い
広
が
り
を
そ
な
え
る
に
至

っ
て
い
る
。

最
後
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
き
た
主
要
な
補
助
動
詞
別
に
、
そ

の
上
接
語

・
下
接
語
、
活
用
形
の
用
法
な
ど
の
有
無
を
○
と
×
で
示

す

と

、

下

の
表

の
こ

鬣
鮮
耀

簾
醗

灘
難

る
の
で
ヘ
コ
す
ま
す
ヒ

と
の
対
応
喉
を
考
慮

し
て
そ
の
意
味
の
誤

　　
を
　　
　
む
　　
　
ムが

あ
る
。
「
た
」

に
よ

る
　
ゑ
ロ
　
に
　
ド

る

補
助
動
詞

「
て

の

誕

欝
る境

い
て
は
、
後
者
の
用

表 補助動詞別の用法の広がり

下接語と活用形の用法上接語

準
体
法

連
体
法

終
止
法

命

令

希

望

意

志

推

量

推

定

完

了

指

定

仮

定

理

由

使…打

役 …消

受

身

用法

補助動詞

X

X

O

X

XX

0

0

0

X

X

0

X

X

0

X

O

0

O

X

0

O

X

X

0

0

0

X

X

X

0

0

X

X

X

X

X

XXX

XX

O

X

X

「はっ〉 はて る」

「す ます」

「て の く〉 て の け る」

0000000O00000「て しまふ」
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法

の
広
が
り
が
よ
り
大
き
く
な

っ
て
お
り
、
時
代
と
と
も
に
後
退
し

て
き
た
助
動
詞
の
役
割
を
補
完
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
完
了
の
意
を

分
析
的
に
表
す
役
割
を
、
そ
の
出
現
順
に
高
め
て
き
た
こ
と
が
確
認

で
き
よ
う
。

注
(
1
)
山

口
堯
二

「
完
了
辞

・
過
去
辞

の
通
時
的
統
合

1

「
た
」

へ
の
収

斂

1

」

(川
端
善
明

・
仁
田
義
雄
編

『
日
本
語

文
法

体
系

と
方

法
」

平
成
九
年
、

ひ

つ
じ
書
房
)
。

(
2
)

(
1
)

に
同
じ
。

(
3
)

こ
の
ほ
か
、
動
詞

「
う
す

(
失
)
」
「
き
る

(
切
)
」

な
ど

に
も

、

他

の
動
詞
連
用
形

に
付

い
て
そ
の
表

す
変
化
や
動
作

の
完
了
に
近

い
意
を

担
う

こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
下
接

で
き
る
動
詞

の
範

囲
は
狭

く
、

そ
れ
だ
け
助
動
詞

の
変
化

の
補
完

性
は
乏
し

い
。
ま
た
、

動
詞

「
あ
ふ

(
敢
)
」
「
や
る

(
遣
)
」
な
ど
も
、

多
く
打
消
と
共
起

し

て
補
助
動
詞
的

に
先
行
動
詞

の
完
了

(
未
完

了
)

に
近

い
意
を
担
う

こ
と
が
あ
る
が
、

完
了

の
助
動
詞

に
は
打

消

の
助
動

詞
は
下
接
し
な

い
か
ら
、

こ
れ
も
助

動
詞
の
変

化
に
対

す
る
補
完
性

を
探

る
上

で
は
除
外

し

て
よ
い
。

(
4
)

(
1
)

に
同
じ
。
念

の
た
め
、

そ
こ

で
採
用
し
た
説
明
法

の
要
点

に

再
度

言
及
す
れ
ば
、
古

代
語
の
時
代

は
、

い
わ
ゆ
る
自
然
界

の
変
化

に

も
人

間
的

な
情
意

を
想
定

し
え
た
し
、
逆

に
人

間
の
動
作

も
自
然
的
変

化
と
し

て
捉

え
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
。

こ
こ
に
い
う

「変
化
」

と

「動

作
」

の
分
類

の
細
部

に

つ
い
て
は
、

古
代
語
を
支
え

て
い
た
世
界

観
を

想
定

し

て
の
分
析
が
必
要

で
あ
る
と

の
見
通
し
に
立

っ
て
い
る
。

(
5
)

『
あ
ゆ
ひ
抄
」

に

「
ぬ
」

を
次

の
ご
と
く

「
て
し
ま
ふ
」

と
訳

し

て

い
る

こ
と
な
ど
、
よ
く
知
ら
れ
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

〔何
ぬ
〕
…
…
し
た
し
く

い
は
ば
、
さ
は
あ
り
が
た
か
ら
ん
と
お

ぼ
ゆ
る
事

の
、
終

に
成

り
た

る
や
う

の
心

な

り
。

里

〈
て
し
ま

ふ
〉
〈
だ
ん

に
な
る
〉
〈
や
う

に
な
る
〉
又
所

に
よ
り

て
は

〈
て
し

ま
ふ
た
〉
〈
様

に
成
た
〉
と

「
た
」
も
じ
を
く

は

へ
て
も

心

う

べ

　
o

ち
な
み

に
、
「
つ
」

に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

に

「
た

ぞ
」

と
訳

し

な
が
ら
、
里
言
と

の
違

い
に
注
意
す
る

の
み

で
あ
る
。

〔何

つ
〕
…
…
里

〈
た
ぞ
〉
と

い
ふ
。
た

ゴ
し

〈
た
ぞ
〉
と

い
ふ

こ
と
、
里

に
は
人

に
む
か

ひ
て
の
み

い
ふ
を
、
歌

に
て
は

ひ
と
り

ご
と

に
も

い
ふ

べ
し
。

(
6
)
金
田

一
春
彦
編

『
日
本
語
動
詞

の
ア
ス
ペ
ク
ト
』

(
昭
和

五

一
年
、

麦
書
房
)
な
ど

に
そ

の

一
端
が
う
か
が
え
る
。

(
7
)
た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
な
例
が
そ
れ

で
あ
る
。

・
人

の
恨
み
も
負
ふ
ま
じ
か
り
け
り
、
と

い
と
ど
あ
や
ふ
く
お
ぼ
し

こ
り

に
た
り
。
(
源
氏

・
葵
)

(
8
)
橋
本
進
吉

「
助
動
詞

の
研
究
」
第
七
章

(
『
助
詞

・
助
動
詞

の
研
究
』
)

に
次

の
よ
う
な
言
及
が
あ
り
、

こ
の
傾
向

に
通
じ
そ
う
だ
が
、
や
や
唐

突
な
指
摘

に
と
ど
ま

っ
て
い
る

の
で
、
宣
長
訳
と

の
関
係

の
有
無
な
ど

は
不
明

で
あ
る
。

さ
う
し

て
、

「
つ
」

は
有
意

の
動
作

に

つ
く
事

が
多

い
の
は
事
実

で
あ
る
。

そ
れ
を
ヤ

ツ
テ
ノ
ケ

ル
と
い
ふ
や
う
な
意

味
が
あ
る

の

で
あ
る
ま

い
か
。

(
三
六
八
頁
)

(
9
)

(
1
)

に
同
じ
。

(
10
)
た
と
え
ば
、
次

の
よ
う
な
例
を

そ
れ
と
見

て
よ

い
。

・

「
は
や
船

に
乗
れ
。
日
も
暮

れ
ぬ
」

(伊
勢

・
九
)

・
今

ノ
如

ン
バ
、
敗

軍

ノ
兵

ヲ
駈
集

テ
何
度

ム
ケ

テ
候

ト

モ
、

バ
カ
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ぐ

シ
キ
合
戦

シ

ツ
共
不
レ
覚
候
。
(慶
長
八
任
古

活
室

尖

平
記

・

六
)
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