
「や
う
な
り
〉

や
う
だ
」

の
通
時
的
変
化
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山

口

堯

二

一

は

じ
め

に

二

用
法
の
概
観
と
助
動
詞
化
の
概
要

三

例
示

・
一
致

・
比
況
の
用
法

四

単
独
性
の
用
法
に
見
る
通
時
的
変
化

五

結

び

「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」
は
、
形
式
名
詞

「や
う
」
と
指
定

の
助
動
詞

「な
り
」
の
連
語
に
は
じ
ま
り
、
近
代
語
で
は

一
語

化
し
て
、
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
の
様
相
を
推
定
す
る
助
動

詞
に
な

っ
た
。
そ
の
用
法
に
は
、
類
似
す
る
も
の
同
士
を
関
係

づ
け
る
、
類
縁
性
の
用
法

(例
示

・
一
致

・
比
況
)
と
事
態
の

様
相
を
単
独
に
表
す
、
単
独
性
の
用
法
と
が
大
別
で
き
る
。
例

示

・
一
致
の
用
法
に
は
変
化
が
乏
し
い
が
、
近
現
代
語
の
比
況

の
用
法
に
は
そ
の
様
相
を
不
定
的
に
表
す

こ
と
や
類
似
度
を
強

調
す
る
副
詞
の
共
起
が
ふ
え
て
い
る
。
通
時
的
変
化
は
単
独
性

の
用
法
に
よ
り
め
だ

つ
。
近
現
代
語
の
そ

の
連
用
法
に
は
、
目

標
を
表
す
言
い
方
な
ど
、
事
柄
を
志
向
的

に
捉
え
る
使
い
方
が

め
だ
ち
、
連
体
法
に
は
意
識
や
感
覚
を
表
す
体
言
な
ど
の
下
接

ぐ
る
み
で
、
不
透
明
な
様
相
を
捉
え
る
傾
向
が
ふ
え
て
い
る
。

述
語
法
に
は
、
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態

の
様
相
を
確
信

の
も

て
な
い
ま
ま
、
感
覚
や
直
観
に
よ

っ
て
お
お
よ
そ
の
さ
ま
と
し

て
試
写

・
概
言
す
る
よ
う
な
推
定
性
が
め
だ

っ
て
き
て
い
る
。



凹

は
じ
め
に

古
代
語
の

「や
う
な
り
」
は
、
形
式
名
詞

「や
う

(様
)
」
と
指

定

の
助
動
詞

「な
り
」
の
連
語
で
あ
る
。
指
定
の
助
動
詞

「
な
り
」

の
通
時
的
変
化
に
よ

っ
て
、
「
や
う
な
り
」

の
基
本
形
は
通
時
的
に

「
や
う
な
り
V
や
う
な
る
V
や
う
な
V
や
う
ち
や
V
や
う
だ
」
と
変

わ

っ
て
い
く
。
古
代
語

「
や
う
な
り
」
と
近
現
代
語

「
や
う
だ

(
よ

う
だ
)
」
と
は
通
時
的
に
連
続
す
る
の
で
、
そ
の
形
態
上

の
変
化
を

含

あ
た
連
続
相
を
、
中
間
の
形
を
略
し
て

「
や
う
な
り
V
や
う
だ
」

の
形

で
示
す
。

狭
義
の
漢
語
と
し
て
の

「や
う

(様
)」
は
、
外
か
ら
見
た
物
事

の
形
や
様
子
、
従
う
べ
き
手
本

・
様
式
な
ど
を
表
す
語
で
あ
る
が
、

古
代

語
に
お
い
て
も
さ
ら
に
外
か
ら
は
見
え
な
い
内
的
な
事
情

・
わ

け
な

ど
の
意

に
も
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の

「
や
う
」
は
、
そ
れ
単

独
で
も
主
語
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
実
質
名
詞

で
あ
る
が
、
別
に
動
詞

「言

ふ
」
「思
ふ
」
な
ど
に
下
接
す
る
、
「
言
ふ
や
う

(
は
)」

「
思
ふ

や
う

(は
)」
な
ど
の
形
で
、
言

っ
た
り
思

っ
た
り
す
る
内
容
に
相

当
す
る
引
用
句
を
導
く
、
形
式
名
詞
的
な
用
法
も
あ

っ
た
。

「
や
う
な
り
」

の

「
や
う
」
も
、
格
助
詞

「
の
」
「
が
」

や
活
用

語
連
体
形
な
ど
に
よ
る
、
連
体
的
な
上
接
成
分
を
伴
い
、
意
味
の
実

　
こ

質
を

そ
の
指
示
内
容
に
依
存
す
る
形
式
名
詞
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

そ
の

「
や
う
」
も
、
古
代
語
で
は
右

に
い
う
そ
れ
以
外

の

「
や
う
」

と
の
連
続
性
も
か
な
り
保

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
や
う
な
り
」
は
、

そ
の

「
や
う
」
で
そ
の
上
接
成
分
の
指
示
内
容
に
含
ま
れ
る
様
相
を

体
言
的
に
抽
出
す
る
と
と
も
に
、
指
定

の
助
動
詞

「
な
り
」

で
多
か

れ
少
な
か
れ
そ
の
様
相
に
述
語
性
を
担
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

近
代
語

で
は
古
代
語
の

「
や
う
」
に
認

め
ら
れ
た
実
質
名
詞
の
用

法
は
次
第
に
衰
退
す
る
。
「
や
う
な
り
」

に
お
け
る
以
外

の
形
式
名

　ニ
　

詞

「
や
う
」
の
用
法
も
衰
退
し
た
。
「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」

は
そ

れ
ら
と
の
連
続
性
を
失

っ
て
い
く
と
と
も
に
、

一
語
の
助
動
詞
に
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。

近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(よ
う
だ
)
」
は
、

一
方

で
古
代
語
以
来

の
用
法
も
か
な
り
維
持
し
な
が
ら
、
そ
の
述
語
法
を
中
心
に
推
定

の

タ
ワ

助
動
詞
の

一
つ
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
つ
い
て
の
通
時
的
な
研

究
は
き
わ
め
て
未
開
拓

で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の

「
や
う
な
り
V
や
う

だ
」
に
お
け
る
通
時
態
を
用
法
別
に
探

っ
て
、
そ
の
通
時
的
変
化
に

一
応
の
見
通
し
を

つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

用
法
の
概
観
と
助
動
詞
化

の
概
要

「や
う
な
り
V
や
う
だ
」
の
用
法
に
は
、
様
相
の
類
似
す
る
も
の

(対
象
や
事
柄
)
同
士
を
関
係
づ
け
る
用
法
と
、
そ
の
様
相
を
そ
れ

単
独
に
表
示
す
る
用
法
と
が
大
別
で
き
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
仮

り
に
類
縁
性
の
用
法
、
単
独
性
の
用
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

類
縁
性

の
用
法
に
は
、
さ
ら
に
、
①
上
接
成
分
の
指
示
内
容
が
後

化変　時通6
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続
成
分
の
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
例
示
の
意
が
め
だ

つ
用

法
、
②
上
接
成
分
の
指
示
内
容
と
後
続
成
分
の
そ
れ
と
に
、

一
致
す

る
意

が
あ
だ

つ
用
法
、
③
上
接
成
分
の
指
示
内
容
が
、
他
の
成
分
の

そ
れ
と
様
相
的
に
類
似
す
る
こ
と
を
表
す
、
比
況
の
意
が
め
だ

つ
用

法

が
区
別
で
き
る
。

「
や
う
な
り
」
の

「
や
う
」
の
、
上
接
成
分
に
依
存
し
な
が
ら
、

そ

の
様
相
を
体
言
的
に
抽
出
す
る
と
い
う
、
依
存

・
抽
出
の
仕
組
み

は
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
類
縁
性
の
用
法
に
こ
そ
先
導

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
代
語
の

「
や
う
な
り
」
に
つ
い
て
研
究

史
的
に
注
意
さ
れ
て
き
た
の
も
類
縁
性
の
用
法
で
あ
り
、
と
り
わ
け

そ

の
比
況
の
用
法
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
例
示

・
一
致

・

比
況
と
い
う
類
縁
性

の
用
法
は
、
近
現
代
語
に
お
い
て
も
注
意
し
な

け
れ
ば
そ
の
変
化
が
わ
か
り
に
く
い
ほ
ど
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。

「や
う
な
り
V
や
う
だ
」
の
通
時
的
変
化
は
、
そ
の
単
独
性

の
用

法

に
お
い
て
よ
り
め
だ

つ
が
、
そ
れ
ら
の
通
時
態
を
た
ど
る
た
め
に

も
、
近
現
代
語
に
お
け
る
機
能
的
な
助
動
詞
化
の
進
行
の
あ
ら
ま
し

を
、
ま
ず
お
さ
え
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」
が
近
現
代
語
に
お
い
て
助
動
詞
化
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
古
代
語
の
そ
れ
に
お
け
る
形
式
名
詞

「や
う
」
が
、

上
接
成
分

に
依
存
し
て
そ
の
指
示
内
容
に
含
ま
れ
る
様
相
を
体
言
的

に
抽
出
し
て
き
た
働
き
を
基
礎
に
、
助
動
詞

「な
り
V
だ
」
と
と
も

に

一
体
化
し
て
、
そ
の
様
相
を
抽
出
す
る
作
用
性
の
ほ
う
を
高
め
て

き
た
と
い
う
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(よ
う

だ
)」
は
、
た
ん
に
与
え
ら
れ
た
様
相
を
表
す
だ
け

で
な
く
、

そ
の

よ
う
に
し
て
す
で
に
述
べ
た
単
独
性

の
用
法
、
と
り
わ
け
そ
の
述
語

法
を
中
心
に
、
む
し
ろ
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
に
つ
い
て
も
、
そ

の
様
相
を
試
写
し
た
り
概
言
し
た
り
す
る
傾
向
を
強
め
、
次
第
に
現

実
の
あ
り
よ
う
を
推
定
す
る
と
い
う
作
用
性
を
高
め
て
き
た
と
見
て

よ
い
。
他
の
推
定
の
助
動
詞
の
通
時
的
変
化
、
た
と
え
ば

「
べ
し
」

の
衰
退
な
ど
も
、
そ
の
よ
う
な

「
や
う
な

り
〉
や
う
だ
」
の
助
動
詞

化
に
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

古
代
語
の

「
や
う
な
り
」
と
近
現
代
語

の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)」

の
間
に
は
、
単
独
性
の
用
法
を
中
心
に
以
上
の
よ
う
な
差
が
あ
る
と

見
ら
れ
る
の
で
、
以
下
、
古
代
語
以
来
、
概
し
て
変
化
の
乏
し
い
類

縁
性
の
用
法
を
ま
ず
取
り
上
げ
、
そ
の
後
、
単
独
性
の
用
法
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」

の
用
法
に
は
、
後
続
成
分
と
の
関
係
な

ど
か
ら
、
用
言
文
節

に
か
か
る
連
用
法
、
体
言
文
節
に
か
か
る
連
体

法
、
お
よ
び
、
そ
れ
自
体
が
述
語
成
分

に
な

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

そ
の
述
語
成
分
に
は
、
終
止
法
な
ど
で
文
末

に
位
置
す
る
場
合

の
ほ

か
、
後
続
成
分
と
の
関
係
上
、
中
止
法

・
接
続
法
前
句
な
ど
に
お
け

る
そ
れ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
述
語
成
分
に
な

っ
て
い
る
も
の
は
、
以

下
ま
と
め
て
は
述
語
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
古
代
語
の
形
式
名
詞

「や
う
」

は
、
「
な
ど
や
う
」
「か
や

40　



う
」
「
か
く
や
う
」
「さ
や
う
」
な
ど
の
形
で
、
副
助
詞

「な
ど
」
や

指
示
語

「か
」
「
か
く
」
「さ
」
な
ど
に
も
下
接
し
た
。
そ
れ
ら
が
格

助
詞

「
に
」
を
伴
う
場
合
の

「や
う
に
」
の
用
法
も
、
後
世
の

「な

ど

の
や
う
に
」
「
こ
の
や
う
に
」
な
ど
と
の
連
続
性
に
お
い
て
、
「や

う
な
り
〉
や
う
だ
」
の
用
法
と
も

つ
な
が
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
れ

ら
も

「や
う
な
り
V
や
う
だ
」
の
仲
間
と
し
て
扱
う
こ
と
が
あ
る
。

三

例
示

・
一
致

・
比
況
の
用
法

ま
ず
、
類
縁
性
の
用
法
に
含
ま
れ
る
、
例
示

・
一
致

・
比
況
の
用

法

に
つ
い
て
順
次
検
討
す
る
。

上
接
成
分
の
指
示
内
容
が
後
続
成
分
の
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
と

し

て
、
例
示
の
意
が
め
だ

つ
用
法
は
、
そ
の
上
接
成
分
に

「体
言

+

の

(が
)
」
「
体
言
+
な
ど
+
の

(が
)
」
の
来

る
場
合
が
中
心

に
な

る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
続
成
分
と
の
関
係
に
は
、
連
用
法
と
連
体
法
が

あ

る
。
述
語
法
に
は
こ
の
用
法
は
め
だ
た
な
い
。
次

の
ω
は
連
用
法
、

②

は
連
体
法
の
例

で
あ
る
。

ふ
る
ご
と

じ

ほ
う

し
れ
も
の

ω

か

か

る
古

事

の
中

に
、

ま

う

が

や

う

に
実

法

な

る
痴

者

の
物

語

は
あ

り

や
。

い

み

じ

く

け
遠

き
、

も

の

の
姫

君

も
、

御

心

の

や
う

に

つ
れ

な

く

、

そ

ら

お

ぼ

め

き

し

た

る

は

あ

ら

じ

な

。

(源

氏

・
蛍

)

・
成

親

・
俊

寛

が

様

に
、

遠

き

国
遙

か

の
嶋

へ
も

う

つ
し

や

ら

ん

ず

る

に

こ

そ
。

(覚

一
本

平

家

・
三

・
法

皇

被

流

)

・
た
の
ふ
だ
人
の
や
う
に
、
俄
に
も

の
を
仰
せ
付
ら
る
丶
お
か

た
は
ご
ざ
る
ま
ひ
。
(虎
明
本
狂
言

・
秀
句
傘
)

・
わ
し
が
や
う
に
根
か
ら
男
の
な
い
身
で
さ

へ
見
事
堪
忍
し
ま

す
る
そ
や
。
(浄

・
堀
川
波
鼓

・
上
)

・
菊
治
さ
ん
の
や
う
に
お
若
い
方

に
、
あ
の
奥
さ
ん
は
分
り

つ

こ
な
い
ん
で
す
よ
。
(川
端
康
成

・
千
羽
鶴

・
絵
志
野

・
三
)

②
長
恨
歌
、
王
昭
君
な
ど
や
う
な
る
絵
は
、
お
も
し
ろ
く
あ
は

れ
な
れ
ど
、
(源
氏

・
絵
合
)

・
も
と
よ
り
を
の
れ
ら
が
や
う
な
る
下
藹

の
は
て
を
、
君
の
め

し

つ
か
は
せ
給
ひ
て
、
(覚

一
本
平
家

・
二

・
西
光
被
斬
)

し
ら
ば
け

・
白
化

の
今

の
世

の
中
に
、
中

ー

二
人

の
衆

の
や
う
な
、
青

ひ
事

で
は
い
け
ま
せ
ぬ
。
(洒

・
跖
婦
人
伝
)

そ

み

こ
し

か
ば

た

や

・
夫
れ
よ
り
は
お
神
輿
を
こ
し
ら
へ
て
お
呉
れ
な
、
蒲
田
屋
の

奥
に
飾

つ
て
あ
る
や
う
な
本
当

の
を
、

(樋

口

一
葉

・
た
け
く

ら
べ
)

・
こ
の
や
う
な
力
仕
事
は
、
私
に
と

つ
て
い
ま
が
は
じ
あ
て
で

は
な
い
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
二
)

次
に
、
上
接
成
分
の
指
示
内
容
と
後
続
成
分

の
そ
れ
と
に
、

一
致

す
る
意
が
あ
だ
つ
、

一
致
の
用
法
に
つ
い

て
述

べ
る
。

こ
れ
に
も
例

㈹
の
連
用
法
と
、
例
ω
の
連
体
法
は
め
だ

つ
が
、
述
語
法
の
例
は
得

に
く
い
。

㈲
大
人
に
な
り
た
ま
ひ
て
後
は
、
あ

り
し
や
う
に
御
簾
の
内
に

化変　時通6
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も
入
れ
た
ま
は
ず
、
(源
氏

・
桐
壺
)

・
あ
は
れ
親
の
子
を
思
ふ
や
う
に
、
子
は
親
を
お
も
は
ざ
り
け

る
よ
。
(金
刀
比
羅
本
保
元

・
中
)

・
な
ん
ち
が
し
て
い
た
や
う
に
、
わ
ら
は
を
さ
せ
て
お
い
て
く

れ
ひ

(虎
明
本
狂
言

・
花
子
)

・

「
…
…
わ
し
が
す
る
や
う
に
な
ら
ん
せ
」
と
、
打
掛
け
の
裾

に
隠
し
入
れ
、
(浄

・
曾
根
崎
心
中
)

い
た
づ
ら

・
雨
の
降
る
に
表

へ
出
て
の
悪
戯
は
成
り
ま
せ
ぬ
、
又
此
間
の

や
う
に
風
引
か
う
そ
と

(樋
口

一
葉

・
た
け
く
ら
べ
)

ω
こ
と
に
あ
り
し
や
う
な
る
言
づ
て
も
し
た
ま
は
ね
ば
、

(源

氏

・
夕
顔
)

・
向
後
モ
其
時
ノ
如
ク
ニ
候

ハ
ゴ
、
縦
ヒ
山
上

二
御
陣

ヲ
召

レ

候
共
、
又
先
年
ノ
様
ナ
ル
事
決
定
タ
ル
ベ
ク
候
。

(
太
平
記

・

二
十
)

・
こ
な
た
か
ら
ほ
し
ひ
と
ぞ
ん
ず
る
も
の
は
く
れ
ま
ら
せ
ず
、

思
ふ
や
う
な
も
の
は
な
ひ
も
の
じ
や
。
(虎
明
本
狂
言

・
二
九

十
八
)

・
今
宵
は
わ
し
が
こ
丶
へ
、
最
前
の
や
う
な
、
悪
い
奴
の
う
せ

ぬ
や
う
留
守
番
し
て
、
(伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・
四
幕
目
)

・
然
し
実
際
は
う
ち
の
も
の
が
い
ふ
様
な
勤
勉
家
で
は
な
い
。

(夏
目
漱
石

・
吾
輩
は
猫

で
あ
る

・
一
)

例
示
や

一
致
の
用
法
は
、
と
も
に
連
用
法

・
連
体
法
と
い
う
修
飾

法
に
偏
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
例
示
性
や

一
致
性
が
、
後
続

成
分
の
た
め
の
例
示
で
あ

っ
た
り
、
後
続
成
分
の
指
示
内
容
と
の

一

致
、
不

一
致
で
あ

っ
た
り
す
る
こ
と
に
お

い
て
、
と
も
に
後
続
成
分

の
修
飾
法
に
立

っ
て
こ
そ
あ
だ

つ
意
味
関
係
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
述

語
法
で
は
逆
に
そ
の
上
接
成
分
の
様
相
自
体
が
判
断
の
焦
点
に
な
る

か
ら
、
述
語
法
に
お
い
て
類
似
す
る
も
の
同
士
の
関
係
づ
け
が
め
ざ

さ
れ
れ
ば
、
比
況
の
意
が
目
立
た
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
例

示
や

一
致

の
用
法
が
、
連
用
法

・
連
体
法

と
い
う
修
飾
法

に
偏
る
の

は
、
そ
の
せ
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
上
接
成
分
の
指
示
内
容
が
、
他

の
成
分
の
そ
れ
と
様
相
的

に
類
似
す
る
こ
と
を
表
す
、
い
わ
ゆ
る
比
況
の
用
法
に

つ
い
て
述

べ

る
。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
⑤
の
連
用
法
、
⑥
の
連
体
法
、
①
の
述

語
法
の
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
認
あ
ら
れ
る
。

⑤
紅
葉
の
や
う
や
う
色
づ
く
ほ
ど
、
絵
に
描
き
た
る
や
う
に
お

も
し
ろ
き
を
見
わ
た
し
て
、
(源
氏

・
夕
顔
)

・
い
そ
の
方
よ
り
か
げ
ろ
ふ
な

ン
ど

の
や
う
に
や
せ
お
と
ろ
へ

た
る
者
よ
う
ぼ
ひ
出
き
た
り
。
(覚

一
本
平
家

・
三

・
有
王
)

・
葭
原
雀
の
鳴
く
様
に
、
息
の
有
り
た
け
し
や
べ
つ
て
、
(浄

・

丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節

・
中
)

・

「あ
の
松
を
見
給

へ
、
幹
が
真
直

で
、
上
が
傘
の
様
に
開
い

て
タ
ー
ナ
ー
の
画
に
あ
り
さ
う
だ
ね
」
(夏
目
漱
石

・
坊

つ
ち

や
ん

・
五
)

60H



⑥

物

語

に
、

こ
と

さ

ら

に
作

り
出

で

た

る

や
う

な

る
御

あ

り

さ

ま

な

り
。

(
源
氏

・
賢

木

)

は
し

め

は
な

・
た
と

へ
ば
箸
に
目
鼻
を

つ
け
た
る
や
う
な
男
で
あ
ら
ふ
と
ま
丶

よ
、
お
の
れ
が
い
ま
の
や
う
に
い
は
ふ
事
か

(虎
明
本
狂
言

・

右
近
左
近
)

・
仏

の
よ
ふ
な
男

で
も
、
む
ね
の
ほ
む
ら
は
地
獄
の
廻
し
。

(伎

・
東
海
道
四
谷
怪
談

・
序
幕
)

・
花
び
ら
の
や
う
な
大
き
な
牡
丹
雪
が
、
ふ
は
り
ふ
は
り
降
り

は
じ
め
て
ゐ
た
の
だ
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
一
)

①
こ
な
た
か
な
た
の
目
に
は
、
李
を
二
つ
つ
け
た
る
や
う
な
り
。

(竹
取
)

・
お
ち
の
為
朝
が
弓
の
様
な
ら
ば
、
わ
ざ
と
お
と
し
て
と
ら
す

べ
し
。
(覚

一
本
平
家

・
十

一
・
弓
流
)

・
行
儀
作
法
は
ゑ
の
こ
ろ
を
、
屋
根

へ
上
げ
た
や
う
で
、
さ
り

と
は

ー

腹

の
皮
。
(浄

・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

・
三
)

・
舗
道
に
霧
は
よ
ど
ん
で
空
気
は
淡
い
密
度

の
水
の
よ
う
だ

っ

た
。
(大
江
健
三
郎

・
人
間
の
羊
)

比
況
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
な
変
化
も
多
少
う
か
が
う
こ

と
が

で
き
る
。
そ
の
上
接
成
分
に
は
、
副
助
詞

「な
ど
」
を
共
起
さ

せ
る
例
が
古
く
か
ら
見
え
る
が
、
近
現
代
語
の
上
接
成
分
に
は
、
例

⑧
の
よ
う
に
そ
の

「な
ど
」
と
類
義
的
で
よ
り
不
定
度
の
強
い
連
語

「
か
な
ん
ぞ
」
を
共
起
さ
せ
、
比
況
に
用
い
ら
れ
る
状
況
自
体
を
よ

り
不
定
的
に
表
示
す
る
傾
向
も
生
じ
て
い
る
。

⑧
な
ふ
あ
の
畜
生
め
が
、
人
の
物
か
な
ん
ぞ
の
や
う
に
、
酒
を

の
ま
せ
ぬ
と
云
て
、
う
ら
せ
ぬ
。
(虎
明
本
狂
言

・
河
原
太
郎
)

・
散
り
残
せ
か
し
、
露

の
名
残
も
な
い
も
の
か
な
ん
ぞ
の
や
う

に
、

秋

風

ー

。

(
歌

謡

・
松

の
葉

・
水

鶏

)

・
手
代
は
手
代
で
、
鼠
の
子
か
な
ん
ぞ
の
や
う
に
、
目
が
明
か

ぬ
と
い
ふ
て
追
ひ
出
し
、
(浄

・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

・
十
)

・
今
か
ら
帰
ろ
う
の
何
の
と
、
お
や
し
き
者
か
な
ん
ぞ
の
よ
ふ

に
、
い
や
み
か
ら
み
を
い
ふ
の
じ
や
ア
ご
ぜ
ん
せ
ん
。

(
洒

・

甲
駅
新
話
)

・
奸
盗
か
な
ん
ぞ
の
や
う

に
、
白
昼

に
縛
首

に
せ
ら
れ
た
。

(森
鵬
外

・
阿
部

一
族
)

ま
た
、
副
助
詞

「
で
も
」
や

「
か
」
を
共
起
さ
せ
て
、
比
況

に
用

　　
　

い
ら
れ
る
状
況
を
不
定
的
に
表
す
言
い
方
も
新
た
に
生
じ
て
い
る
。

「
で
も
」
の
共
起
は
連
用
法
に
多
い
よ
う
だ
が
、
「
か
」
の
共
起
は
、

連
用
法

・
連
体
法

・
述
語
法
の
い
ず
れ
に
も
認
め
ら
れ
る
。

あ
い

て

ゐ

も

⑨

ト
敵

手

が

傍

に

で
も

ゐ

る

や
う

に
、

真

黒

に
な

つ
て
ま

く

し

か

け

る
。

(
二
葉

亭

四
迷

・
浮

雲

・

一
・

一
)

た
ま

カ

も

ビ
　
ル

・
耐
り
か
ね
て
柳
之
助
は
水
で
も
飲
む
や
う
に

一
盃
の
麦
酒
を

ほ尽

し

て
、

ほ
う

と

息

を

吐

く

。

(
尾

崎

紅

葉

・
多
情

多
恨

・
前

・

一
)

・
良
秀
は
例
の
赤
い
脣
を
熱
で
も
出
た
時
の
や
う
に
震
は
せ
な
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が
ら
、
(芥
川
龍
之
介

・
地
獄
変
)

⑩
半
分
地
の
中

へ
埋
め
ら
れ
た
か
の
や
う
に
感
じ
た
り
す
る
頃

も

ヒつ

の
操
は
、
最
早
未
亡
人
で
あ

つ
た
。
(島
崎
藤
村

・
春

・
九
二
)

・
島
村
は
自
分
が
生
き
て
ゐ
な
い
か
の
や
う
な
呵
責
が

つ
の

つ

た
。
(川
端
康
成

・
雪
国
)

・
金
閣
は
こ
の
孤
独
、

こ
の
静
寂
を
た
の
し
ん
で
ゐ
る
か
の
や

う
だ

つ
た
。
(三
島
由
紀
夫

・
金
閣
寺

・
二
)

と

こ
ろ
で
、
近
現
代
語
の
比
況
表
現
に
は
、
右
の
よ
う
な
不
定
化

と
は
反
対
に
、
比
況
に
用
い
ら
れ
る
状
況
の
類
似
度
を
強
調
す
る
副

詞
が
共
起
す
る
こ
と
も
、
次

の
よ
う
に
多
く
な

っ
て
い
る
。

ω
む

つ
き
の
う
ち
の
御
有
さ
ま
は
、
た
ゴ
形
代
な
ど
を
祝
ゐ
た

ら
ん
や
う
に
て
、
(増
鏡

・
新
島
守
)

・
若
ひ
後
家
と
嫁
入
盛

の
娘
の
宰
領

に
、
器
量
の
よ
い
音
曲

の

ヘ

カ

ヘ

へ

か

は

う

そ

な
る
手
代
を
付
て
、
湯
治
に

つ
か
は
す
は
ひ
と

へ
に

獺
を
と

か
め
の
を

ら

へ
て
、

胝

の
灸

の
蓋

を

さ

す

る

や

う

な

物

で
、

し

ば

ら

く

も

油

断

の
な

ら

ぬ

も

の
ぞ

か

し
。

(
浮

・
世

間

娘

気

質

・
四
)

も

ヘ

へ

ち

よ

・
ア

ラ
月

が

…

…

ま

る

で
竹

の
中

か

ら

出

る

や

う

で
す

よ

、

鳥

つ
と渡

御

覧

な

さ

い

ヨ
。

(
二
葉

亭

四
迷

・
浮

雲

・

一
・
三
)

崢
ひ
か
、

・
近
藤
は
殆
ど
命
令
す
る
や
う
に
言

つ
た
。

(国
木
田
独
歩

・

牛
肉
と
馬
鈴
薯
)

す

が

へ

も

・
素
枯
れ
た
芦
の
色
を
し
た
髪
は
、
殆
ど
川
の
や
う
に
長
か

つ

た
。
(芥
川
龍
之
介

・
老
い
た
る
素
戔
鳴
尊

・
九
)

・
宿
屋
の
客
引
き
の
番
頭
は
ち
や
う
ど
火
事
場
の
消
防
の
や
う

　

ゆき
し
やうそ
く

に
も
の
も
の
し
い
雪
装
束
だ

つ
た
。
(
川
端
康
成

・
雪
国
)

・
ま
る
で
、
俘
虜

の
群

の
よ
う
だ
、

と
ふ
と
私
は
思

っ
た
。

(吉
村
昭

・
水
の
葬
列

・
一
)

・
乃
木
希
典
が
ち
ょ
う
ど
封
建
武
士
が
殿
様
に
殉
死
す
る
よ
う

　

ち
かし

な
、
そ
う
い
う
肉
体
的
な
親
さ
を
感
じ
さ
せ
る
自
然
さ
で
殉
死

し
た
の
は
、
(司
馬
遼
太
郎

・
殉
死

・
要
塞
)

比
況
の
用
法
に
お
い
て
、
そ
の
上
接
成
分

に
連
語

「
か
な
ん
ぞ
」

や
副
助
詞

「
で
も
」
「か
」
を
共
起
さ
せ
、
比
況

に
用
い
ら
れ
る
状

況
自
体
を
不
定
的
に
表
す
傾
向
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
後

に
単
独
性

の
用
法
の
箇
所

で
述

べ
る
よ
う
に
、
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(よ
う

だ
)
」
が
不
透
明
な
様
相
を
試
写

・
概
言
し
推
定
す
る
よ
う

に
な
る

変
化
と
連
動
す
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
比
況

に
用
い
ら
れ
る
状
況
に
、

そ
の
類
似
度
を
強
調
す
る
副
詞
の
共
起
が
多
く
な

っ
て
く
る
の
は
、

一
見
逆
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(よ

う
だ
)」
に
、
全
体
と
し
て
試
写

・
概
言
化

-

推
定
化
が
進
ん
で

き
た
か
ら
こ
そ
、
比
況
の
用
法
の
安
定
に
は
、
そ
の
類
似
度
を
強
調

す
る
副
詞
の
共
起
が
か
え

っ
て
必
要
に
な

っ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
同
じ
傾
向
の
反
映
と
見
る

こ
と
で
き
る
。

類
縁
性
の
用
法
の
う
ち
、
例
示
と

一
致

の
用
法
は
、
連
用
法
と
連

体
法
に
偏

っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
に
は
通
時
的
変
化
は
特
に
認
め
が
た

い
が
、
比
況
の
用
法
に
は
連
用
法

・
連
体
法
、
述
語
法
が
そ
な
わ
り
、

　0　



近
現
代
語
で
は
単
独
性

の
用
法
に
め
だ

っ
て
く
る
不
透
明
な
様
相

の

試
写

・
概
言
化

-

推
定
化
と
連
動
す
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
と
言

っ

て
よ

い
。

四

単
独
性
の
用
法
に
見
る
通
時
的
変
化

次

に
、
事
態
の
様
相
を
単
独
に
表
示
す
る
単
独
性
の
用
法
に

つ
い

て
検
討
す
る
。
古
代
語
の
そ
れ
は
、
体
言
的
に
抽
出
し
た
上
接
成
分

の
様
相
を
指
定
す
る
だ
け
の
言
い
方

で
あ
り
、
連
語
で
あ

っ
た
が
、

近
現
代
語
で
は
そ
の
機
能
的
な

一
語
化

-

助
動
詞
化
が
進
む
。
そ

の
結

果
、
連
用
法
を
中
心
に
動
作
の
目
的
や
目
標
と
し
て
、
事
柄
の

将
来
的
な
実
現
性
を
め
ざ
す
傾
向
を
強
め
た
り
、
連
体
法

・
述
語
法

を
中
心
に
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
に
つ
い
て
、
そ
の
様
相
を
試
写

・

概
言

し
た
り
す
る
傾
向
を
強
め
、
主
体
の
志
向
や
感
覚
を
通
し
て
現

実
の
あ
り
よ
う
を
推
定
す
る
と
い
う
作
用
的
な
働
き
が
め
だ

っ
て
く

る
。
単
独
性
の
用
法
に
も
、
そ
の
連
用
法
に
は
古
代
語
以
来
ほ
と
ん

ど
変

わ
り
な
く
見
え
る
面
も
多
い
が
、
そ
う
い
う
新
し
い
用
法
を
加

え
た
り
、
新
し
い
用
法
に
移

っ
て
い

っ
た
り
し
た
結
果
、
近
現
代
語

で
は
単
独
性
の
用
法
の
比
重
が
、
例
示

・
一
致

・
比
況
を
表
す
類
縁

性

の
用
法
よ
り
む
し
ろ
大
き
く
な

っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

単
独
性

の
用
法
に
お
け
る
通
時
的
変
化
が
、
助
動
詞
化
で
あ
る
以

上
、

そ
の
変
化
は
旧
い
助
動
詞
体
系
の
解
消
と
近
代
語
に
お
け
る
新

し
い
助
動
詞
体
系
の
形
成
と
の
両
方
に
か
か
わ
る
だ
ろ
う
。
当
面
、

旧
い
助
動
詞
体
系
の
解
消
と
の
か
か
わ
り
か
ら
い
え
ば
、

「
や
う
な

り
V
や
う
だ
」

の
通
時
的
変
化
に
最
も
関
係

す
る
の
は
、
ま
ず
推
定

の
助
動
詞

「
べ
し
」
の
衰
退
で
あ
り
、
次
い

で
そ
の
後
継
ぎ
の

一
つ

と
言
え
る

「
さ
う
だ

(そ
う
だ
)
」
の
形
成
と
変
化
で
あ
ろ
う
。
「
べ

し
」
の
担

っ
た
現
実
的
な
意
義
の
う
ち
、
事
柄
の
具
体
的
な
実
現
性

や
現
実
性
の
見
込
み
の
強
い
側
面
は
、
様
態
を
表
す
と
説
か
れ
る
、

動
詞
連
用
形
な
ど
に
承
接
す
る
助
動
詞

「
さ
う
だ

(
そ
う
だ
)
」

に

主
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
事
柄
の
可
能
性
や
将
来
的

な
実
現
性
を
よ
り
軽
く
想
定
す
る
側
面
は
、
近
世
前
期
に
は
お
も
に

推
定
に
用
い
ら
れ
て
い
た
活
用
語
連
体
形
承
接
の
助
動
詞

「
さ
う
だ

(そ
う
だ
)」
や
、
近
世
前
期
以
降
の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)
」

に
引

き
継
が
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
連
体
形
承
接
の

「
さ
う
だ

(
そ
う

だ
)
」
は
、
近
世
後
期
以
降
は
、
伝
聞
の
表
示
に
偏

っ
て
い
く
が
、

　　
　

近
世
前
期
に
は
、
む
し
推
定
の
働
き
が
中
心

で
あ

っ
た
。
詳
し
く
は

別
に
検
討
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
頃
の

「
さ
う
だ

(
そ
う
だ
)
」

は
、
事
柄
の
可
能
性
を
想
定
す
る
よ
う
な
働
き
に
お
い
て
、
む
し
ろ

「
や
う
だ

(よ
う
だ
)」
に
先
行
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

以
下
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
に
、
連
用
法

・
連
体
法

・
述

語
法
の
順
に
、
そ
れ
ぞ
れ
通
時
的
変
化
の
あ
だ

つ
点
を
中
心
に
取
り

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
連
用
法
に
は
、
古
代
語
以
来
ほ
と

ん
ど
変
わ
り
の
な
い
面

も
多
い
。
次
に
そ
の

一
斑
を
示
す
よ
う
に
、
後
続
成
分
の
状
態
や
結

化変　時通6̀劃泳,つやnりな,つや厂09　



果
を
表
す
よ
う
な
用
法
や
、
認
識
動
詞
と
共
起
し
て
主
体
の
意
識
を

表
す
よ
う
な
用
法
に

つ
い
て
は
、
特
に
時
代
的
な
変
化
は
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

02
今
は
た
、
か
く
世
の
中
の
こ
と
を
も
思
ほ
し
棄
て
た
る
や
う

に
な
り
ゆ
く
は
、
い
と
た
い
だ
い
し
き
わ
ざ
な
り
。

(源
氏

・

桐
壺
)

・
金
閣
は
だ
ん
だ
ん
に
深
く
、
堅
固
に
、
実
在
す
る
や
う
に
な

つ
た
。
(三
島
由
紀
夫

・
金
閣
寺

・
一
)

⑬
我
に
も
あ
ら
ず
あ
ら
ぬ
世
に
よ
み
が

へ
り
た
る
や
う
に
、
し

ば
し
は
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
(源
氏

・
夕
顔
)

・
私
に
は
金
閣
そ
の
も
の
も
、
時
間
の
海
を
わ
た

つ
て
き
た
美

し
い
船

の
や
う
に
思
は
れ
た
。
(三
島
由
紀
夫

・
金
閣
寺

・
一
)

し
か
し
、
古
代
語
で
は
そ
の
事
柄

に
当
為
性
や
当
然
性
が
強
け
れ

ば
、
動
作
的

で
あ
れ
状
態
的

で
あ
れ
、
そ
の
将
来
的
な
実
現
性
を
意

図
的

に
め
ざ
す
場
合
、
連
用
成
分
に
お
い
て
も
、
助
動
詞

「
べ
し
」

ユ
リ

の
連

用
法

に
よ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
「
べ
し
」

の
衰
退
す
る
近
現

代
語

で
は
、
そ
の
よ
う
な

「
べ
し
」

の
連
用
法

の

一
部
も

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)」

に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の

古
代
語
の

「
べ
し
」

の
連
用
法
と
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

α①
露
な
が
ら
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊

の
花
老
い
せ
ぬ
秋
の
ひ
さ
し

か
る
べ
く

(古
今

・
秋
下
)

・
さ
り
ぬ
べ
き
を
り
み
て
対
面
す

べ
く
た
ば
か
れ
。

(源
氏

・

空
蝉
)

・
京
に
、
御
車
率
て
参
る
べ
く
、
人
走
ら
せ

つ
。

(源
氏

・
橋

姫
)

・
師
走
の
二
日
京
に
入
る
。
暗
く
行
き
着
く
べ
く
と
、
申
の
時

ば
か
り
に
立
ち
て
行
け
ば

(更
級
)

・
御
は
て
ま
で
御
念
仏
仕
う
ま

つ
る

べ
く
、
そ
こ
ら
の
僧
ど
も

に
よ
う
つ
を
掟
て
さ
せ
給
。
(栄
花

・
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
)

こ
れ
ら
の

「
べ
く
」

で
示
さ
れ
た
事
柄

は
、
そ
の
後
続
成
分

の
述

語
動
詞
に
と

っ
て
は
、
目
的
や
目
標

に
相
当

す
る
意
味
関
係

に
あ
る

が
、
「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」
に
も
、
こ
れ
ら
の

「
べ
し
」

の
連
用

法

に
似

て
、
後
続
成
分

の
目
的
や
目
標
に
相
当
す
る
意
味
関
係
を
担

う
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
そ
の
早
い
例

は
中
世
前
期
に
も
拾
え
る

の
で
併
せ
て
示
す
が
、
多
用
化
が
め
だ

っ
て
く
る
の
は
、
近
現
代
語

に
お
い
て
で
あ
る
。
語
幹
に
相
当
す
る

「
や
う
」
の
形
も
、
同
様
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
併
せ
て
そ
の
例
も
示
す
。

⑮
さ
あ
ら
ば
汝
よ
き
や
う
に
は
か
ら

ひ
申
せ
。

(金
刀
比
羅
本

保
元

・
中
)

・
世
の
人
の
飢
ゑ
ず
さ
む
か
ら
ぬ
や
う

に
世
を
ば
行
は
ま
ほ
し

き
な
り
。
(徒
然

・
一
四
二
)

・
ソ
レ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ヲ
タ
ぐ
イ
テ
、
上

ノ
御
用
ノ
タ
ス
ケ
ニ
ナ

ル
ヤ
ウ
ニ
仕
ラ
ウ
ズ
。

ヲ
ウ
セ
付
ラ

レ
イ
ト
、

コ
イ
ノ
ゾ
ウ
ダ

ゾ
。
(玉
塵

・
三
3
オ
)

0　　



・
わ

ご

り

よ

が

心

を

見

う

や

う

に

い
ふ

た
、

そ

れ

ほ

ど

に
思

は

ば
、

い

て
は

た

さ

う

ま

で
よ

(虎

明

本

狂

言

・
ち

ぎ

り

き
)

・
い
つ

れ

も
傍

輩

言

ひ
合

は

せ
、

お

暇

の
出

る
様

に
取

合

は

せ

頼

み

ま
す

。

(
浄

・
心

中

万

年

草

・
中

)

・
ど

ふ

ぞ

一
チ
度

誰

ぞ

に

ふ

ら

せ

て
、

此

末

高

慢

を

い

は
せ

ぬ

や
う

に
し

て

や
り

た

い
、

(
洒

・
古

契

三
娼

)

・
そ
れ

に
知

れ

な

い
や

う

に
裏

か

ら

そ

つ
と

お

這

入

り

遊

ば

せ

。

(
三
遊

亭

円
朝

・
牡

丹

燈

籠

・
六

)

を
ん
な

を
さ
な

よ

　

・
此

婦

人

、

昔

話

の
上

手

に

て
、

稚

き

も

の

に
も

能

く

分

る

や

　

あ
は
れ

う

、

可

哀

な

る

、

を

か

し

き

物

語

し

て
聞

か

す

。

(
泉

鏡

花

・

照
葉

狂

言

・
鞠

歌

・

一
)

・
ね

へ
今

度

一
処

に

写
真

を

取

ら

な

い

か
、

…

…
水

道

尻

の
加

藤

で
う

つ
さ

う
。

龍

華

寺

の
奴

が
浦

山

し

が

る

や

う

に
、

本

当

あ
い
つ

き

つ
と

だ
ぜ
彼
奴
は
岐
度
怒
る
よ
、
(樋
口

一
葉

・
た
け
く
ら
べ
)

・
召
し
上
り
た
い
も
の
は
何
で
も
、
た
く
さ
ん
召
し
上
る
や
う

に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
五
)

近
現
代
語

の

「
や
う
だ

(よ
う
だ
)
」
の
連
用
法

に
は
、

こ
の
よ

う
に
後
述
成
分
の
述
語
動
詞

の
目
的
や
目
標

に
相
当
す
る
意
味
関
係

を
担
う
例
が
め
だ

っ
て
く
る
の
で
、
そ
の
後
続
成
分
に
は
意
志

・
希

望
を
表
す
助
動
詞
や
、
当
為

・
命
令
な
ど
の
志
向
を
担
う
言
い
方
が

共
起

す
る
こ
と
も
全
体
に
多
く
な

っ
て
い
る
。
次
に

一
斑
を
示
す
よ

う
に
、
中
世
以
降
、
そ
の
具
体
的
な
後
続
成
分
が
省
略
さ
れ
る
こ
と

が
多
く
な
る
の
も
、
そ
の
傾
向
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
目
標
を
表
す
場
合
、
そ
の
実
現
を
願
う
切
実
さ
を
表
す
副
詞

「
ど
う
ぞ
」
「
ど
う
か
」
な
ど
を
共
起
す
る
こ
と
も
多
く
な

っ
て
い
る
。

そ
の
副
詞
に
は
傍
点
を
付
す
。

⑯
た
ゴ

「と
も
か
う
も
能
様
に
、
よ
き
や
う
に
」
と
そ
の
給
け

る
o
(覚

一
本
平
家

・
三

・
御
産
)

・
わ
ら
は
は
い
つ
も
神
ほ
と
け
を
お
が
む
に
も
、
そ
な
た
の
目

の
あ
く
や
う
に
と
お
が
み
ま
ら
す
る
程
に
、

(虎
明
本
狂
言

・

川
上
)

わ
か
た
う

げ
ん
あ
ら
し
こ

　

・
若
党
中
間
荒
子
小
者
に
至
る
迄
、
大
酒
を
致
さ
ぬ
様
に
。
馬

継
ぎ
、
舟
渡
し
等
に
て
、
が
う
ぎ
が
さ

つ
を
仕

つ
た
ら
ば
、
曲

事
で
お
じ
や
ん
べ
い
。
(浄

・
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節

・
上
)

・
お
命
別
状
な
い
や
う
と
、
明
暮

レ
願
ひ
候
所
、

(浄

・
新
う

す
ゆ
き
物
語

・
中
)

・
ど
う
ぞ
お
気
に
違
は
ぬ
や
う
に
と
、
観
音
様

へ
掛
け
る
御
苦

労
。
(浄

・
桂
川
連
理
柵

・
下
)

・
ど
う
か
釣
を
お
止
め
下
さ
い
ま
す
や
う
に
、
若
し
も
お
怪
我

が
あ

つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
か
ら
。
(三
遊
亭
円
朝

・
牡
丹
燈
籠

・

七
)

・
再
び
喧
嘩
の
な
き
や
う
に
と
祈
ら
れ

ぬ
。

(
樋
口

一
葉

・
た

け
く
ら
べ
)

次
に
、
単
独
性
の
用
法
の
連
体
法
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。
連
体
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法
は
古
来
そ
れ
に
下
接
す
る
体
言
の
状
態
を
表
す
の
が
基
本
で
あ
る

が
、

そ
こ
に
も
通
時
的
に
あ
ま
り
変
わ
り
の
な
い
面
と
、
近
現
代
語

に
め
だ

つ
現
象
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
概
し
て
抽
象
度

の
高

い
意
義

の
体
言

で
も
被
修
飾
語
に
し
う
る
と
い

っ
た
傾
向
な
ど

は
、
古
く
か
ら
あ

っ
て
通
時
的

に
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

こ

⑰
も
の
思
ひ
知
ら
ぬ
や
う
な
る
心
ざ
ま
を
、
懲
ら
さ
む
と
思
ふ

ぞ
か
し
と

(源
氏

・
末
摘
花
)

み

・
な
れ

ー

し
か
ら
ぬ
あ
た
り
の
御
簾
の
中
よ
り
御
果
物

・
御

き酒

な

ど

、

よ

き

や

う

な

る

気

は

ひ
し

て
さ

し
出

さ

れ

た

る
、

い

と

よ
し

。

(徒

然

草

・

一
七

五

)

・
此

や
う

な

無

作

法

は
覚

悟

な

ふ

て

は
な

ら

ぬ

筈

。

(
浄

・
卯

月

紅

葉

・
中

)

な
に

か

・
何
歟
這
入
り
度
も
あ
り
這
入
り
度
く
も
な
し
と
い
つ
た
様
な

容
子
。
(二
葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
一
・
三
)

・
絃
歌
の
声
の
さ
ま
ぐ

に
沸
き
来
る
や
う
な
面
白
さ
は
大
方

の
人
お
も
ひ
出
で
丶
忘
れ
ぬ
物
に
思
す
も
有
る
べ
し
。

(樋

口

一
葉

・
た
け
く
ら
べ
)

・
右

の
や
う
な
記
述
か
ら
、
私
は
詩
人
肌
の
少
年
だ
と
速
断
す

る
人
も
ゐ
る
だ
ら
う
。
(三
島
由
紀
夫

・
金
閣
寺

・
一
)

近
現
代
語
の
連
体
法
に
め
だ

つ
現
象
と
し
て
は
、
「心
持
」
「心
地
」

「気
持
」
「気
分
」
「気
」
な
ど
の
、
意
識
や
感
覚
を
表
す
体
言
を
被

修
飾
語
と
す
る
言
い
方
、
形
式
名
詞

「
こ
と
」
「
も

の
」
を
下
接
す

る
言
い
方
な
ど
の
多
く
な
る
の
が
注
意
を
引
く
。

ま
ず
、
「心
持
」
「心
地
」
「気
持
」
「気
分
」
「
気
」

な
ど
の
、
意

識
や
感
覚
を
表
す
体
言
を
被
修
飾
語
と
す
る
例
の

一
斑
を
示
す
。

⑬
将
棊
の
都
づ
め
に
な

つ
た
や
う
な
心
持

に
て
、

(洒

・
繁
千

話
)

・
親
椀
で
山
盛
り
に
し
て
五
六
杯
も
喰
は
な
く

つ
ち
や
ア
、
ち

つ
と
も
物
を
食
べ
た
や
う
な
気
持
が
致
し
や
せ
ん
。

(
三
遊
亭

円
朝

・
牡
丹
燈
籠

・
四
)

・
こ
と
に
君
と
分
れ
て
か
ら
、
大
変
世
の
中
が
広
く
な

つ
た
様

な
気
が
す
る
。
(夏
目
漱
石

・
そ
れ
か
ら

・
二
)

・
島
村
は
な
ぜ
か
そ
れ
が
心

の
ど
こ
か
で
見
え
る
や
う
な
気
持

も
す
る
。
(川
端
康
成

・
雪
国
)

・
何
か
自
分
が
油
断

の
な
ら
ぬ
悪
が
し
こ
い
生
き
も
の
に
変

つ

て
行
く
や
う
な
気
分

に
な

つ
た
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
五
)

・
な
ん
だ
か
ど
う
も
私
が
、
お
母
さ
ま
か
ら
ど
ん
ど
ん
生
気
を

吸
ひ
と

つ
て
太

つ
て
行
く
や
う
な
心
地
が
し

て
な
ら
な

い
。

(太
宰
治

・
斜
陽

・
二
)

こ
れ
ら
の
意
識
や
感
覚
を
表
す
体
言
の
類
を
下
接
す
る
連
体
法
の

例
は
、
近
現
代
語
で
か
な
り
急
速
に
増
加
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
点

を
思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
の
増
加

は
、
む
し
ろ
そ
の
被
修
飾

語
の
体
言
ぐ
る
み
で
、
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
の
様
相
を
、
感
覚

や
直
観
に
た
よ
り
つ
つ
試
写

・
概
言
す
る
傾
向
が
出
て
き
た
そ
の
現

2　　



れ
と
解
釈

で
き
る
。
上
接
成
分

に
不
定
詞
が
共
起
し
が
ち
に
な

っ
て

き

て
い
る
点
も
、
そ
の
解
釈
を
支
持
す
る
だ
ろ
う
。

形
式
名
詞

「
こ
と
」
「も
の
」
を
下
接
す
る
言
い
方
は
た
と
え
ば

次

の
よ
う
に
古
来
あ
る
。

㈲
君
思
し
ま
は
す
に
、
夢
現
さ
ま
ざ
ま
静
か
な
ら
ず
、
さ
と
し

の
や
う
な
る
こ
と
ど
も
を
、
来
し
方
行
く
末
思
ひ
あ
は
せ
て
、

(源
氏

・
明
石
)

・
鬼
の
や
う
な
る
も
の
出
で
き
て
殺
さ
む
と
し
き
。
(竹
取
)

し
か
し
、
近
現
代
語
で
は
そ
の
言
い
方
が
多
く
な
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
形
式
名
詞
と
し
て
の
抽
象
度
も
高
ま
り
、
む
し
ろ
そ
の
下
接
語

ぐ
る
み
で
、
不
透
明
な
様
相
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
う

る
例
が
多
く
な

っ
て
き
た
。
例
⑳
が

「
こ
と
」
を
、
例
⑳
が

「も
の
」

を
下
接
す
る
言
い
方
の
例
で
あ
る
。

⑳
い
や
む
さ
と
し
た
事
を
申
し
た
ぶ
ん
に
御
ざ
る
、
き
か
せ
ら

る
る
や
う
な
事
で
は
御
ざ
な
い
。
(虎
明
本
狂
言

・
大
黒
連
歌
)

あ
ら

・
い
と
ゴ
お
も
ひ
が
ま
す
や
う
な
こ
と
が
、
こ
の
末
と
も
に
有

ふ
か
と
案
じ
ら
れ
ま
す
は
。
(人

・
春
色
梅
児
誉
美

二
二
・
十

七
)

・
錆
槍
で
人
が
突
け
ぬ
や
う
な
事
で
は
役
に
た
た
ん
ぞ
。

(
三

遊
亭
円
朝

・
牡
丹
燈
籠

・
十
三
)

・
弟
の
手
紙
に
は
、
ま
だ
チ

ョ
ッ
キ
も
着
て
ゐ
な
い
や
う
な
こ

と
を
書
い
て
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
。
(川
端
康
成

・
雪
国
)

そ
れ

⑳

お

め

へ
は

ま
だ

屋

敷

か

た
ぎ

が

や

ま

ね

へ
の
。

夫

ぢ

や

ア
お

れ

に

は
ち

を

か

丶
せ

る
様

な

物

だ

。

(
伎

・
東
海

道

四
谷
怪

談

・

序

幕

)

・

「
菜

ば

か

り
だ

つ
け

ノ
。
」

「
そ

ふ

サ

マ

ア
、

菜

ば

か

り

の

や

う

な

も

の

サ
。
」

(
滑

・
八

笑

人

・
二

・
下

)

あ
ふ

・
人
な

つ
か
し
さ
が
温
か
く
溢
れ
て
、
女
に
先
づ
友
情
の
や
う

な
も
の
を
感
じ
た
。
(川
端
康
成

・
雪

国
)

・
幸
福
感
と
い
ふ
も
の
は
、
悲
哀
の
川
の
底
に
沈
ん
で
、
幽
か

に
光

つ
て
ゐ
砂
金
の
や
う
な
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

(太
宰

治

・
斜
陽

・
五
)

近
現
代
語
に
お
け
る
連
体
法
に
は
、
次

の
よ
う
に
そ
の
上
接
成
分

の
末
尾
に

「と
い
ふ
」
や

「と
い
つ
た
」
を
用
い
て
、
そ
の

「と
」

に
上
接
す
る
成
分
の
指
示
内
容
を
婉
曲
化
す
る
言
い
方
も
よ
く
見
か

け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
通
時
的
に
は
、
推
量
の
助
動
詞
の
連

　モ
　

体
法
の
近
代
語
に
お
け
る
衰
退
を
補
う
も

の
と
し
て
、
助
動
詞
の
体

系
的
な
推
移
に
か
か
わ

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
婉
曲
化
も

意
味
の
上
で
、
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)」

が
不
透
明
な

様
相
を
試
写

・
概
言
し
、
推
定
す
る
よ
う

に
な
る
傾
向
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。

つ
か

⑳
あ
の
娘
な
ら
何
が
付
ず
と
ほ
し
ひ
と
い
ふ
や
う
な
、
男
の
方

へ
嫁
入
す
る
心
ゆ

へ
、
(浮

・
世
間
娘
気
質

・
四
)

・
穴

の
稲
荷

の
玉
垣
は
、
赤
う
な
け
れ
ば
信
が
さ
め
る
と
い
ふ
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や
う
な
物
か
い
。
(浄

・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

・
九
)

あ
る
む
つ
か
し

・
或
難
い
謎
を
か
け
ら
れ
、
そ
れ
を
解
く
と
自
分
の
運
命
の
悲

わ

か

痛
が
悉
く
了
解
り
で
も
す
る
と
い
つ
た
や
う
な
心
持
が
し
て
、

(国
木
田
独
歩

・
牛
肉
と
馬
鈴
薯
)

・
蛇
も
、
私
と
同
様
に
お
父
上
の
逝
去
を
悲
し
ん
で
、
穴
か
ら

這
ひ
出
て
お
父
上
の
霊
を
拝
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
や

う
な
気
が
し
た
だ
け
で
あ

つ
た
。
(太
宰
治

・
斜
陽

・
一
)

・
乃
木
希
典
は
独
逸
留
学
後
、
独
逸
軍
人
に
お
け
る

「外
形
美
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
に
傾
倒
し
、
そ
の
美
の
信
徒
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
に
な
り
は
じ
め
て
お
り
、
(司
馬
遼
太
郎

・
殉
死

・

要
塞
)

な
お
、
連
体
法
に
つ
い
て
は
、
「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」

の
働
き

の
比
較
的
軽
い
も
の
と
し
て
、
指
示
語
に
直
接
下
接
す
る
例
㈱
の
よ

う
な
言
い
方
が
古
来
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
以
下
に
示
す
新
し
い
言
い

方
と
の
比
較

に
そ
な
え
て
、
近
代
語
の
例
を
あ
げ
る
。

㈱
此
や
う
な
う
れ
し
ひ
事
は
ご
ざ
ら
ぬ
。

(虎
明
本
狂
言

・
因

幡
堂
)

・
わ
ら
は
は
、

一
時
も
そ
な
た
に
離
れ
て
い
る
事
は
な
ら
ぬ
に
、

そ
の
や
う
な
事
お
し
や
る
も
の
か
。
(虎
明
本
狂
言

・
花
子
)

・
そ
な
た
も
、
あ
の
や
う
な
お
と
こ
と
添
う
て
い
よ
ふ
よ
り
も
、

い
ん
だ
が
ま
し
で
あ
ら
う
程
に
、
さ
ら
ば
い
な
し
め
。

(虎
明

本
狂
言

・
吃
)

・
な
ん
と
、
蛇
の
鮨
の
味
は
ど
の
や
う
な
も
の
ぞ
。

(噺

・
軽

口
御
前
男

・
三
)

近
代
語
で
は
、
こ
れ
ら
の
言
い
方
か
ら
、
お
そ
ら
く

「ど
の
よ
な
」

な
ど
の
短
縮
形
を
介
し
て
、
例
⑳
に
示
す

よ
う
な
連
体
詞
の

「
こ
ん

な
」
「
そ
ん
な
」
「あ
ん
な
」
「
ど
ん
な
」
と

い
う
語
形
が
生
じ
た
。

ま
た
、
便
宜
、
こ
の
場
に
ま
と
め
る
が
、

そ
れ
を
介
し
て
や
が
て
例

㈱
に
示
す
よ
う
に
、
「
こ
ん
な
に
」
「
そ
ん
な
に
」
「
あ
ん
な
に
」
「ど

ん
な
に
」
と
い
っ
た
新
し
い
語
形
も
さ
ら

に
生
じ
た
。
例
⑳
の
そ
れ

は

「や
う
だ

(よ
う
だ
)」
の
連
用
法
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

古
代
語
以
来
引
き
継
が
れ
て
き
た
例
⑳
式

の

「や
う
だ

(よ
う
だ
)」

に
よ
る
言
い
方
の
占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
も
の
と
か
な

り
交
替
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
口
頭
語
を
中
心
に
そ
れ
だ
け
狭
く
な

っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

⑳
土
に
食
ひ
つ
き
死
ぬ
る
と
て
も
、

こ
ん
な
こ
と
は
せ
む
も
の

じ
や
。
(浄

・
曾
根
崎
心
中
)

・
中
々
ど
ふ
も
そ
ん
な
事
で
は
堪
忍
が
仕
に
く
い
。

(浄

・
新

う
す
ゆ
き
物
語

・
上
)

・
あ
ん
な
こ
ろ
し
文
句
を
お

つ
せ
へ
す
。

(
洒

・
傾
城
買

四
十

八
手
)

う
そ

ま
こ
と

う
け

・
ど

ん

な
嘘

を

つ
い

て
も
実

に
受

る

し
、

(滑

・
浮
世

床

・
初

・

中

)

り
き

み

㈱
お
ま
へ
が
ど
ん
な
に
力
身
な
す

つ
て
も
、
江
戸
は
繁
花

の
地

4
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だ
。
(滑

・
浮
世
床

・
初

・
中
)

・
そ
ん
な
に
飲
め
る
も
の
か
な
、
五
合

で
。

(伎

・
東
海
道
四

谷
怪
談

・
序
幕
)

・
何

ン
の
あ
ん
な
に
口
を
す
ぼ
め
る
事
が
有
る
物
か
な
。
(伎

・

東
海
道
四
谷
怪
談

・
序
幕
)

わ
ち
き

こ
ん
な

・
私
の
様
な
者
を
、
此
様
に
か
は
ひ
が

つ
て
下
さ
る
く
ら
ゐ
で
、

(人

・
英
対
暖
語

・
初

・
五
)

連
体
法
に
つ
い
て
は
、
近
現
代
語
で
は
意
識
や
感
覚
を
表
す
類
の

体
言
、
形
式
名
詞

「
こ
と
」
「
も
の
」
を
下
接
す
る
言

い
方
が
多
く

な

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
そ
の
被
修
飾
語
の
体
言
ぐ

る
み
で
、
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
の
様
相
を
感
覚
や
直
観
に
た
よ

り

つ
つ
試
写

・
概
言
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
る
こ
と
、
そ
の
意
味

で

や
は
り
推
定
の
助
動
詞
化

に
か
か
わ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
上
接
成
分

の
末
尾
に

「
と
い
ふ
」
や

「
と
い
つ
た
」
を
用
い
て
、
そ
の
指
示
内

容
を
婉
曲
化
す
る
言

い
方
を
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
や
、

指
示
語
に
直
接
下
接
す
る
言

い
方

に
新
し
い
語
形
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
る
そ
の
勢
力

の
減
退

に
も
触
れ
た
。

次

に
、
単
独
性

の
用
法

の
述
語
法

に
つ
い
て
述

べ
る
。
述
語
法

に

つ
い
て
は
、
ま
ず

「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」

の
下
接
語

に
関
し
て
注

意
す

べ
き
こ
と
が
あ
る
。
古
代
語

の

「
や
う
な
り
」
は
、
体
言
的
に

抽
出

さ
れ
た
上
接
成
分

の
様
相
を
指
定
す
る
だ
け
の
言

い
方

で
あ

っ

た
か
ら
、
次

の
よ
う
に
推
量
や
推
定

の
助
動
詞
が
さ
ら
に
下
接
す
る

こ
と
も
で
き
た
。
そ
れ
自
体
が
推
定
の
助
動
詞
に
な

っ
て
い
く
近
現

代
語
の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)
」
に
は
、
そ

の
よ
う
な
助
動
詞

の
下

接
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。

㈱
あ
や
に
く
に
の
が
れ
き
こ
え
た
ま
は
ん
も
、
情
け
な
き
や
う

な
ら
ん
。
(源
氏

・
宿
木
)

・
世
の
も
ど
き
軽
々
し
き
や
う
な
る
べ
し
。
(源
氏

・
明
石
)

さ
て
、
近
現
代
語
の

「や
う
だ

(よ
う
だ
)」

は
、
次
に
そ
の

一

斑
を
示
す
よ
う
に
、
そ
の
述
語
法
に
お
い
て
と
り
わ
け
現
実
性
の
不

透
明
な
事
態
の
様
相
を
感
覚
や
直
観

に
頼
り

つ
つ
推
定
す
る
と
い
う

意
味
あ
い
を
強
め
る
。

⑳
又
奥
州
さ
ま
の
や
う
に
、
だ
し
ぬ
か
れ
給

ひ
て
、
跡

で
の
御

後
悔
見
る
や
う
な
。
な
ん
と
道
安
、
さ
う
で
は
な
い
か
。
(浮

・

け
い
せ
い
色
三
味
線

・
京

・
一
)

り
こ

ヘ

コよ
ラ
ラ

ヘ

ナ
の
し

オ

カ

し

・
今
夜
は
大
ぶ
土
手
が
永
や
う
だ
。
(
洒

・
遊
子
方
言
)

の
ど

・
咽

が

ひ

ツ

つ
く

よ

ふ

だ
、

ト

(人

・
春

色

梅

児

誉

美

・

一
・

一
)

・
さ
れ
ば
長
九
郎
あ
れ
を
見
や
れ
、
慥

に
人
が
お
よ
ひ
で
来
る

よ
ふ
だ
。

一
件

で
は
あ
る
ま
い
か
。
(
伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・

序
幕
)

ど

・
三
公
は
何
う
か
し
た
か
、
ひ
ど
く
弱

つ
て
居
る
や
う
だ
な
と

(樋
口

一
葉

・
た
け
く
ら
べ
)

・
小
林
秀
雄
は
政
治
家
の
タ
イ
プ
を
、
独
創
を
も
た
ず
た
だ
管
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理
し
支
配
す
る
人
種
と
称
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
よ
う
だ
。
(坂

口
安
吾

・
堕
落
訟跚
)

し
か
し
、
感
覚
や
直
観
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
認
識
は
、
う
わ
べ

の
こ
と
に
と
ど
ま
り
、
内
実
と
は
異
な
る
こ
と
も
多
い
。
そ
こ
で
、

次
に
示
す
よ
う
に

「
や
う
な
り
〉
や
う
だ
」
の
述
語
法
に
は
、
そ
れ

を
中
止
法
や
逆
接
的
な
接
続
法
の
前
句
と
し
て
、
そ
の
推
定
と
は
対

立
す

る
内
実
を
後
句
に
導
く
対
比
的
な
表
現
の
例
も
多
い
。

㈱
あ
た
り
は
人
し
げ
き
や
う
に
は
べ
れ
ど
、

い
と
か
ご
か
に
は

べ
り
。
(源
氏

・
夕
顔
)

・
多
田
蔵
人
行
綱
が
告
げ
し
ら
せ
て
後
は
、
君
を
も
御
う
し
ろ

め
た
き
事
に
思
ひ
奉
て
、
う

へ
に
は
事
な
き
様
な
れ
共
、
下

に

は
用
心
し
て
、

に
が
わ
ら
ひ
て
の
み
ぞ
あ
り
け
る
。

(覚

一
本

平
家

・
三

・
赦
文
)

・
カ
タ

マ
シ
イ
ウ
デ
コ
キ
ノ
英
雄
ヂ
ヤ
ゾ
。
ホ
ム
ル
ヤ
ウ
デ
、

ソ
シ
ツ
タ
ゾ
。
(玉
塵

・
三
4
オ
)

、

・
九
月

の
節
分
も
、
遠

ひ
や
う
で
か
ら
、
今
の
事
じ
や
。
(浮

・

好
色
二
代
男

・
二

・
三
)

・
黒
羽
二
重

の
紋
な
し
も
、
竜
門

の
中
幅
帯
、
目
だ
丶
た
ぬ
や

う
に
て
、
目
に
た
ち
、
(浮

・
け
い
せ
い
色
三
味
線

・
江
戸
)

・
さ
り
な
が
ら
其

の
言
葉
、
う
れ
し
い
様

で
恨
み
有
り
。
(浄

・

心
中
重
井
筒

・
中
)

・
男
と
い
ふ
も

の
は
ど
う
も
た
の
み
に
な
る
や
う
で
頼

に
な
ら

な
い
も
ん
だ
。
(人

・
春
色
梅
児
誉
美

・
二

・
七
)

・
い
ら
ぬ
お
世
話
の
や
ふ
な
れ
ど
、
人
の
難
儀
を
身
に
か

へ
て

助
た
い
の
が
私
の
心
願
、
(人

・
春
色
梅
児
誉
美

・
二

・
九
)

・
手
前
は
気
強
い
や
う
で
も
よ
く
泣
く
な
ア

(三
遊
亭
円
朝

・

牡
丹
燈
籠

・
七
)

み
ん
な

・
局
員
四
十
有
余
名
と
言
や
ア
大
層

の
や
う
だ
け
れ
で
も
、
皆

ち
い
さ
ん

腰
の
曲
ツ
た
老
爺
に
非
ざ
れ
ば
気
の
利

か
な
い
奴
ば
か
り
だ
ら

う
。
(
二
葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
一
・
一
)

し
か
し
、
古
代
語
の

「
や
う
な
り
」
は
基
本
的

に
現
実

の
あ
り
よ

う
に
つ
い
て
の

「
な
り
」

に
よ
る
指
定
表

現
で
あ
る
か
ら
、
右

の
第

一
・
二
例
な
ど
で
は
、
そ
の
後
句
と
の
対
比
的
な
関
係
も
偶
然
的
と

い
え
る
が
、
近
現
代
語
で
は

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)
」

が
相
対
的

に

現
実
性

の
不
透
明
な
事
態

の
様
相
を
推
定

す
る
も
の
に
な

っ
て
き
た

だ
け
、
そ
の
推
定
内
容

の
当
否
は
か
な
ら
ず
し
も
当

て
に
な
ら
な
い

と
い
う

一
般

の
認
識
、
な
い
し
は
、
自
覚

も
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
種

の
複
文
構
造

の
例
を
多
く
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は

「
や
う
だ

(よ
う
だ
)」

の
述
語
法
に
お
け
る
確
信

の
も
て
な
さ
や
、

確
信
の
も

て
な
い
ま
ま
に
、
お
お
よ
そ
の
さ
ま
を
捉
え
る
と
い
う
推

定
性
が
、
最
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
見

て
よ
か
ろ
う
。

近
現
代
語

の
述
語
法
に
は
、
次
に
示
す

よ
う
に

「
な

に
か
」

「
ど

こ
か
」
「
ど
う
も
」
な
ど
の
不
定
詞
が
共
起
し

て
、
不
定
的

で
判
然

と
は
し
な
い
形

の
ま
ま
、
現
実

の
あ
り
よ
う
の
お
お
よ
そ
を
試
写

・

6
曁
1
⊥

　



概
言

し
推
定
す
る
傾
向
も
め
だ

っ
て
き
て
い
る
。
連
体
法
に
も
同
様

の
傾
向
が
少
し
出
て
い
た
。

⑳
頭
痛
が
い
た
し
て
、
あ
く
び
が
出
て
、
目
が
ま
ふ
や
う
で
、

ど
ふ
や
ら
死
ぬ
る
や
う
に
ご
ざ
り
ま
す
が
、

(浮

・
け
い
せ
い

色
三
味
線

・
大
坂
)

の

ま

へ

ぬ

も

へ

う

い

・
サ

ア

ー

呑

ふ

く

。

な

ん

だ

か

ち

つ
と

浮

た

や

う

だ

。

(人

・
春
色
辰
巳
園

・
二

・
七
上
)

・
久
し
振
り
で
こ
な
た
の
顔
を
見
た
ゆ
ゑ
、
ど
う
か
江
戸

へ
帰

つ
た
や
う
だ
。
(伎

・
与
話
情
浮
名
横
櫛

・
二
幕
目
)

・
お
国
さ
ん
誰
か
来
た
や
う
だ
よ
。
(
三
遊
亭
円
朝

・
牡
丹
燈

籠

・
五
)

・
そ
れ
が
ど
う
も
あ
の
男
の
眼
の
中
に
は
、
娘
の
悶
え
死
ぬ
有

様
が
映

つ
て
ゐ
な
い
や
う
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(芥
川
龍
之

介

・
地
獄
変

・
一
九
)

近
現
代
語
の
述
語
法
に
つ
い
て
は
、
古
代
語
に
は
あ

っ
た
推
量
や

推
定

の
助
動
詞
の
下
接
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
現
実
の
あ
り

よ
う
を
感
覚
や
直
観
を
通
じ
て
推
定
す
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
、
中

止
法

や
逆
接
的
な
接
続
法

の
前
句
に
用
い
て
、
そ
の
様
相
と
は
異
な

る
内
実
を
後
句
と
す
る
対
比
的
表
現
も
多
く
な
る
こ
と
、
不
定
詞
の

共
起

に
よ

っ
て
、
判
然
と
し
な
い
ま
ま
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
さ
ま
を

不
定
的
に
推
定
す
る
傾
向
も
め
だ

っ
て
く
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
た
。

な
お
、
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)
」

に
は
、

次
の
よ
う

に
連
用
形
の

「や
う
に
/
や
う
で
」
を

「な

い
」
な
ど
と
共
起
さ
せ

る
言
い
方
も
生
じ
た
。

G①
こ
ぞ
に
見
し
を
り
の
様
に
も
な
く
、
よ
う
つ
に
変
は
り
は
て

た
る
心
地
の
す
る
は
、
い
か
に
そ
や
。
(伊
勢
物
語
愚
見
抄
)

・
さ
や
う
に
な
く
候

へ
ば
、
五
障
の
雲
は
い
つ
ま
で
も
晴
れ
申

さ
ぬ
也
。
(仮

・
竹
斎

・
上
)

・
小
身
者
な
れ
ど
、
兄
も
塩
谷
様

の
御
家
来
な
れ
ば
、
ほ
か
の

世
話
す
る
や
う
に
も
な
い
。
(浄

・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵

・
六
)

ち
よ
う
ろ

し

・
今
は
、
女
郎
衆

の
言
葉
が
む
か
し

の
様

で
は
ね

へ
と
い
ふ
か

ら
、
(人

・
英
対
暖
語

・
初

・
四
)

・
た
ば
こ
ぼ
た
け
か
ら
も
う
も
う
と
あ
が
る
湯
気
の
向
ふ
で
、

そ
の
家
は
し
い
ん
と
し
て
誰
も
居
た
や
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
(宮
沢
賢
治

・
風
の
又
三
郎
)

こ
れ
ら
の
形
は
、
推
定
の
助
動
詞

「
や
う
だ

(よ
う
だ
)」
に
と

っ

て
は
、
そ
の
た
ん
な
る
連
用
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
打
消
と
の
共
起
に

よ
る
そ
の
否
定
態
と
い
う
見
方
が
可
能
な
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

推
定
の
助
動
詞

「
べ
し
」
に
も

「
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
否
定
態
が
あ
っ

た
。
「
や
う
だ

(よ
う
だ
)」
に
も
そ
れ
に
準
じ
る
否
定
態
の
言
い
方

が
現
れ
て
き
た
と
見
れ
ば
、
こ
の
点
も
近
現
代
語
に
お
け
る

「
や
う

だ

(
よ
う
だ
)」

の
助
動
詞
化
を
示
す
現
象

の

一
つ
と
見
て
よ
い
。
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五

結

び

古
代
語

の

「
や
う
な
り
」
は
、
抽
象
的
な
様
相
を
お
さ
え
る
形
式

名
詞

「
や
う
」
と
指
定
の
助
動
詞

「な
り
」
の
連
語
で
あ

っ
た
。
そ

れ
が
次
第
に

一
語
化
し
て
、
近
現
代
語
の

「
や
う
だ

(
よ
う
だ
)
」

は
現
実
の
あ
り
よ
う
の
い
わ
ば
お
お
よ
そ
を
捉
え
る
た
め
の
助
動
詞

に
な

っ
て
き
た
。

そ

の
用
法
に
は
、
大
別
し
て
様
相
の
類
似
す
る
も
の
同
士
を
関
係

づ
け
る
類
縁
性
の
用
法
と
、
そ
の
様
相
を
単
独
に
表
示
す
る
単
独
性

の
用
法
と
が
あ
り
、
通
時
的
な
変
化
は
概
し
て
後
者
の
ほ
う
に
め
だ

　

o類
縁
性
の
用
法
の
、
例
示

・
一
致

・
比
況
の
う
ち
、
例
示
と

一
致

の
用
法
は
、
連
用
法
と
連
体
法
に
限
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
は
通
時
的
変

化
が
乏
し
い
が
、
比
況
の
用
法
に
は
述
語
法
も
そ
な
わ
り
、
多
少
の

通
時
的
変
化
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
上
接
成
分
に
連
語

「か
な
ん
ぞ
」

や
副
助
詞

「
で
も
」
「
か
」
が
共
起
し
て
、
比
況

に
用
い
ら
れ
る
様

相
自
体
を
不
定
的
に
表
示
す
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
傾
向
は
、
近
現
代
語
の

「や
う
だ

(よ
う
だ
)
」

の
単
独
性

の

用
法
、
と
り
わ
け
そ
の
述
語
法
に
め
だ

っ
て
く
る
、
現
実
性
の
不
透

明
な
様
相
を
試
写

・
概
言
す
る
、
推
定
の
助
動
詞

へ
の
変
化
に
通
じ

る
と
見
て
よ
い
。
比
況
の
用
法
に
は
そ
の
状
況
の
類
似
度
を
強
調
す

る
副
詞
の
共
起
も
多
く
な

っ
た
が
、
そ
れ
も
推
定
の
助
動
詞
化
に
伴

う
比
況
の
機
能
の
弱
ま
り
を
、
副
詞
の
共
起

に
よ

っ
て
補
強
す
る
現

象
と
解
せ
る
意
味
で
、
同
じ
傾
向
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

単
独
性
の
用
法
の
う
ち
、
近
現
代
語
の
連
用
法
に
は
、
事
柄
の
将

来
的
な
実
現
性
を
意
図
的
に
め
ざ
す
、
目
的
や
目
標
を
表
す
言
い
方

が
め
だ
ち
、
事
柄
を
志
向
的
に
捉
え
る
傾
向
が
強
く
な

っ
た
。
連
体

法
に
は
意
識
や
感
覚
を
表
す
類
の
体
言
、
形
式
名
詞

「
こ
と
」
「
も

の
」
の
下
接
が
増
加
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
下
接
の
体
言

ぐ
る
み
で
、
現
実
性
の
不
透
明
な
事
態
の
様
相
を
試
写

・
概
言
す
る

傾
向
が
強
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
述
語
法
に
は
全
体
に
現
実
性

の
不
透
明
な
事
態
の
様
相
を
、
主
体
の
感
覚
や
直
観
を
通
し
て
、
試

写
し
た
り
概
言
し
た
り
す
る
意
味
で
の
推
定
作
用
が
高
ま

っ
て
い
る
。

中
止
法
や
逆
接
的
な
接
続
法
に
よ

っ
て
そ
れ
と
は
異
な
る
内
実
を
対

比
す
る
表
現
や
、
不
定
詞
に
よ

っ
て
不
定
的

に
様
相
を
捉
え
る
傾
向

な
ど
も
め
だ

つ
が
、
そ
の
傾
向
に
は
、
確
信

の
も
て
な
い
ま
ま
、
現

実
の
あ
り
よ
う
の
お
お
よ
そ
を
推
定
す
る
と

い
う
特
徴
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。

注(
一
)
形
式
名
詞
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
山
口
堯
二

「古
代
語
の
準
体
句
構

造
」
(「国
語
国
文
」
第
六

一
巻
第
五
号
、
平
成
四
年
五
月
、
『構
文
史

論
考
』
平
成

一
二
年
、
和
泉
書
院
)
、
同

「格
助
詞
起
源
の
接
続
助
詞

と
そ
の
周
辺
」
(『日
本
語
接
続
法
史
論
』

〈平
成
八
年
、
和
泉
書
院
〉

　
.-

,
　



第
十
章
三
)

に
お

い
て
言
及
し
た

こ
と
が
あ
る
。

(
二
)
近
世
中
期
ご
ろ
ま

で
は
、
次

の
よ
う
な
例

が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の

後
は
そ
れ
も
消

滅
す
る
よ
う

で
あ
る
。

・
何
を
い
ふ

て
も
わ
た
く
し
に
、
乳

が
な
ふ

て
は
い

つ
ま

で
も
此

子

が
な
じ
ま
ふ
や
う
が
な
い
。

(
浄

・
芦

屋
道
満
大
内
鑑

・
四
)

(
三
)
現
代
語

の
そ
れ
に

つ
い

て
は
、
国
立
国
語
研
究
所

『現
代
語

の
助
詞

・

助
動
詞

-

用
法
と
実
例

ー

』

(昭
和

二
六

〈
一
九

五

一
〉

年
、

秀

英
出
版
)

に
、

「
よ
う
だ

(
よ
う
で
す
)
」

の
意
義

・
用
法
と
し

て
、
次

の
四

つ
に
分
類

さ
れ

た
指
摘

が
あ

る
。

①

あ

る
事
物
が
他

の
事
物

に
似

て
い
る
と

い
う
意
味
を
表
わ
す
。

②

内
容
を
指
示
す

る
こ
と
を
表
わ
す
。
あ

る
事
物
が
他

の
事
物

に

等
し

い
と

い
う
関
係
。

③

例
示

の
意
味
を
表
わ
す

(あ

る
事
物
が
他

の
事
物

に
関
す
る

一

例

で
あ

る
よ
う
な
関
係
)
。

④

不
確
か
な
、
ま
た

は
円
曲
な
断
定

の
意
味
を
表
わ
す
。

現
代
語

の
こ
の
語
を
め
ぐ

る
そ

の
後

の
研
究
は
、
た
と
え
ば
、
菊
地

康
人

「
「
よ
う
だ
」
と

「
ら
し

い
」
r

「
そ
う
だ
」
「
「
だ
ろ
う
」
と

の

比
較
も
含
め

て
ー

」

(「
国
語
学
」
第
五

一
巻

一
号
)
が
そ
う

で
あ

る

よ
う
に
、
本
稿

に
い
う
単
独
性

の
用
法

の
中

で
も
、
後
述
す
る
述
語
法

を
中
心

と
し
、

し
ば
し
ば

「
ら
し

い
」
と

の
対
比

に
関
心
が
集
中

し

て

い
る
。
他

の
用
法

を
含
め
た
語
の
用
法
全
体

が
問
わ
れ
る

こ
と
は
稀

に

な

っ
て
い
る
。

(
四
)

「
か
」

の
共
起
す

る
言

い
方

に
は
以
前

に
も
触

れ
た
こ
と
が
あ

る
。

山
口
堯
二

「特
定
方
式
の
不
確
定
成
分
i

疑
問
助
詞
の
不
確
定
用
法

そ
の
他
1

」
(「大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録

(人
文

・
社
会
科
学
)」

三
三
、
『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』

〈平
成

二
年
、

明

治
書
院

〉

第
十

章
)
。

(
五
)
山
口
堯
二

「
助
動
詞

の
伝
聞
表

示

に
関
す
る
通
史
的
考
察
」
(
コ
尽
都

語
文

」
二
)
。

(
六
)

こ
の

「
べ
し
」

の
連

用
法

は
、
山

口
堯

二

「
「
べ
し

」

の
通
時

的
変

化
」

(
コ
尽
都
語
文
」

四
)

で
通
時
的
変
化
を
概

観
す
る
た
め
に
行

っ
た

意
義
分
類

で
は
、
事
態

の
具
体
的

な
実

現
が
実
質
的

に
見

込
ま
れ
る
あ

り
よ
う
の
中

に
含

ま
れ
る
。

(七
)
山

口
堯

二

「推
量
体
系

の
史
的
変
容
」

(
「国

語
学
」

一
六

五
)
。
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