
「
で
あ

る
」

の
形

成
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先
行
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と
本
稿
の
視
座

二

断
定
の
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す
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に
て
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の

一
体
化

三

補
助
動
詞

「あ
り
」
の
共
起

三
の

一

助
詞
介
入
法
と
助
動
詞
仲
介
法
の
先
行

三
の
二

広
義
終
止
法
の
出
現

三
の
三

「
に
て
」
+
敬
語
補
助
動
詞

四

断
定
を
表
す

「
で
あ
る
」

の
形
成

五

結

び

近
現
代
語
の
断
定
の
助
動
詞

「だ
」

は
、
中
世
に
現
れ
た
助

動
詞
的
な
連
語

「
で
あ
る
」
が
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

「
で
あ
る
」
は

「
に
て
あ
り
」
の
転

で
あ

る
こ
と
も
わ
か

っ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
形
成
過
程

は
未
解
明
に
等
し
い
。

本
稿
は
外
形
を
中
心
に
対
象
を
限
定
す
る
先
学

の
方
法

に
は
よ

ら
ず
、
意
味

・
働
き
を
中
心
と
し
て
、
断
定

の
働
き
が
認
め
ら

れ
る

「
に
て
」

の
助
動
詞
に
準
ず
る
早

い

一
体
化
に
触
れ
、
次

に
そ
の
用
途
拡
大

の
た
め
に
、
補
助
動

詞

「
あ
り
」
の
共
起
が

ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
か
で
そ
の
形
成
過
程
を
調
べ
た
。
そ
の
結

果
、
係
助
詞
な
ど
が
間
に
介
入
す
る
形
や
、
他
の
助
動
詞
を
仲

介
す
る
言
い
方
、
敬
語
補
助
動
詞
に
続
く
言
い
方
な
ど
の
出
現

が
次

に
早
く
、
広
義
終
止
法
の
出
現
は

そ
れ
ら
よ
り
遅
れ
る
こ

と
、
「
で
あ
る
」

の
形
成
過
程
も
、
同
様

で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な

っ
た
。
「
に
て
あ
り
」
と

「
で
あ
る
」
の
形
成
過
程
も

か
な
り
相
似
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。



一

先
行
研
究
と
本
稿
の
視
座

古
代
語
で
は

「
に
あ
り
」
が
融
合
し
て
で
き
た
助
動
詞

「
な
り
」

が
断
定

(指
定
と
も
い
う
)
の
意
を
表
す
言
い
方
の
代
表
と
見
ら
れ

る
。
中
世
に
は
そ
れ
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に

「
で
あ
る
」
と
い
う
連

語
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に

「
で
あ
る
〉
で
あ
〉
ぢ
や
V
だ
」

と
変
化
し
て
、
近
現
代
語
の
助
動
詞

「だ
」
が
現
れ
る
と
い
う
の
が
、

断
定

の
意
を
表
す
助
動
詞
的
な
言
い
方
の
通
史
の
概
要
で
あ
る
。

「
で
あ
る
」
の
出
現
に
関
し
て
は
、
佐
伯
梅
友
氏
に
学
会
の
講
演

　ユ
　

内

容

を

ま

と

あ

ら

れ

た

論

考

が

あ

る
。

佐

伯

氏

は
、

次

の
よ

う

な

見

通

し

を

述

べ
ら

れ

た

(
傍

点

、

〈

〉

は
筆

者

に

よ

る
)
。

さ

て
、

こ
う

し

て
、

「
に

し

て
」

〈
「
家

に
し

て

わ

れ

は

恋

ひ

む

な

」

(
万

葉

・
七

・

一

一
七

九

)

の

よ

う

な

「
に

し

て
」

を

さ

す

〉

か

ら

「
に

て
」

が

出

、

上

に
あ

げ

た

よ

う

な

い

ろ

く

な

意

味

〈
「
状

態

」

「
資

格

」

な

ど

を

さ

す

〉

が

あ

る
わ

け

で
あ

る

が

、

こ

の

「
に

て
」

に
丶

「
あ

り

」

に

つ
ゴ
く

用
法

が

出

る

の

で
あ

る

。

(「
あ

り

」

の
意

で
あ

る

「
お

は

し

ま

す

」

や

「
侍

.
り

」

で

も

同

じ

こ
と

で

あ

る

。
)

〈
中

略

〉

「
に

て
あ

り

」

の
出

は

じ

め

は

、

上

に
述

べ
た

よ

う

な

意

味

で
あ

っ
て
、

「
に

あ

り
」

と

は

違

う

意

味

で
あ

っ
た

と

考

え

る

。

右

の

よ

う

に

述

べ

て
、

「
に

て

あ

り

」

の

「
出

は

じ

め

」

が

断

定

の
言

い
方

の

「
に
あ

り

」

と

違

う

意

味

の
も

の

で
あ

っ
た

こ
と

に
佐

伯
氏
は
注
意
さ
れ
た
。
意
味
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
氏
が
そ
の

「
出
は
じ
め
」

に
言
及
さ
れ
た
の
は
、
そ

こ
に
認
め
ら
れ
る

「
に
て

あ
り
」
と
い
う
形
態
、
厳
密
に
は
む
し
ろ
外
形
で
し
か
な
い
も
の
を
、

観
察
の
対
象
に
据
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
上
で
、
次
の

よ
う
に
、
そ
こ
に
生
じ
る
意
味
変
化
の
結
果

「
に
て
あ
り
」
が
断
定

の
意
を
表
す
よ
う
に
な

っ
て
、
「
で
あ
る
」
が
出
て
来
る
と
い
う
過

程
を
想
定
さ
れ
た
。

そ

の

「
に

て
あ

り

」

が

、

と

う

く

「
に
あ

り

」

と

違

わ

な

い

よ
う
な
用
法
に
な

っ
て
く
る
。
そ
う
し
て

「
で
あ
る
」
が
出
て

く
る
と
考
え
る
。
〈中
略
〉
「
に
て
あ
り
」
の
意
味
が
変
わ

っ
て

「
で
あ
る
」
が
出
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
そ
う
い
う
意
味
で
注

意
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
佐
伯
氏
は
右
の
よ
う
な
見
通
し
を
述

べ
ら
れ
た
だ
け
で
、

そ
の
意
味
変
化
の
時
期
や
実
態
の
分
析
に
は
な
ん
ら
立
ち
入
ら
れ
な

か

っ
た
。

断
定
の
意
を
表
す

「
で
あ
る
」
の
も
と

に
な
る

「
に
て
あ
り
」
の

形
成
を
探
る
に
当
た

っ
て
、
佐
伯
氏
は
ま
ず
外
形
の
出
現
を
重
視
し
、

そ
の
上
で
そ
こ
に
生
じ
る
意
味
変
化
を
見
届
け
る
と
い
う
方
法
の
見

通
し
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
外
形
を
中
心
に
対
象
を
限

定
し
て
分
析
を
進
め
る
と
い
う
方
法
に
私

は
賛
成
で
き
な
い
。

「
に
あ
り
」
と
は
違
う
意
味
で
あ

っ
た
と
氏
が
見
ら
れ
た
、
「
に

て
あ
り
」

の

「あ
り
」
は
、
動
詞
と
見
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
に

成形S　るあで厂75



て
あ
り
」
の
例
と
し
て
た
だ

一
つ
あ
げ
ら
れ
た

「左

の
大
殿
が
た
の

人
知

る
す
ぢ
に
て
あ
り
と
て
」
(枕

・
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
)

　　
　

の

「
あ
り
」
も
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
例

に
は
解
釈
が
揺
れ
そ
う
な
点

も
あ
る
か
ら
、
そ
の

「
に
あ
り
」
と
の
意
味
の
違

い
に
は
控
え
め
な

言

い
方
を
さ
れ
た
が
、
「
に
侍
り
」
と
は
違
う
意
味
で
あ

っ
た
と
、

よ
り
多
く
例
示
も
さ
れ
た
、
「昔
見
た
ま

へ
し
女
房
の
尼
に
て
侍
る

東
山

の
辺
に
移
し
奉
ら
む
」
(源
氏

・
夕
顔
)
な
ど
の

「
に
て
侍
り
」

の

「
侍
り
」
は
明
ら
か
に
動
詞
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
断
定
の

意
を
表
す

「
に
あ
り
」
の

「あ
り
」
は
そ
の
働
き
に
お
い
て
補
助
動

詞

で
あ
る

(「
で
あ
る
」
の

「
あ
る
」
も
同
じ
)
。

佐

伯
氏
が
こ
の
連
語
形
成

の
出
発
点
に
据
え
ら
れ
た
、
中
古

の

「
に
て
」
と
動
詞

「あ
り
」
や
そ
れ
相
当
の
こ
の
よ
う
な
敬
語
動
詞

と

の
関
係
は
、
本
来
自
由
に
共
起
で
き
る
語
と
語
の
連
続
の

一
つ
で

し
か
な
い
。
そ
の
連
続
の
し
か
た
は
、
語
と
語
の
相
対
的
に
緊
密
な

ま
と
ま
り
と
し
て
の
連
語
性
さ
え
決
し
て
濃
く
な
い
も
の
で
あ
る
。

外
形
を
中
心
に
対
象
を
限
定
す
る
方
法
で
は
、
そ
う
い
う
任
意
性

・

偶
然
性
に
す
ぐ
れ
た
語
の
連
続
を
、
最
初
か
ら
あ
た
か
も

一
つ
に
ま

と
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
に
方
法
上

の
無
理
が
あ
る
。
断
定
の
意
を
表
す
と
い
う
、
意
味
や

働
き
の
面
と
、
そ
れ
を
担
う
形
と
の
時
代
的
な
変
化
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
で
は
か
え

っ
て
重
要
な
動
き
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

「
で
あ
る
」

の
形
成
は
、
む
し
ろ
逆

の
方
向
か
ら
追
跡
す
る
必
要

が
あ
る
。
逆

の
方
向
と
い
う
の
は
、
外
形

で
は
な
く
、
断
定

の
意
を

表
す
と
い
う
、
意
味

・
働
き
を
中
心
に
し

て
、
そ
の
意
味

・
働
き
を

担
え
る
限
り
で
の
、
こ
と
ば
の
形
と
そ
の
時
代
的
な
変
化
を
た
ど
る

と
い
う
方
向
で
あ
る
。

古
代
語
の
名
詞
に
下
接
す
る

「
に
て
」

に
は
、
格
助
詞

「
に
」
と

共
起
す
る
動
詞
に
接
続
助
詞

「
て
」
の
つ
い
た
、
「
に
し
て
」
な
ど

の
言
い
方
に
お
け
る
動
詞
が
消
去
さ
れ
、

「
に
て
」
の
形

で
下
の
動

詞
に
か
か

っ
て
い
く
、
格
助
詞
寄
り
の

「
に
て
」
が
あ
る
ほ
か
、
も

う

一
つ
、
断
定
の
助
動
詞

「な
り
」
の
連
用
形

「
に
」
に
接
続
助
詞

「
て
」
が
付

い
て
名
詞
文
的
な
連
用
句
、
な

い
し
中
止
句
を
つ
く
る
、

断
定
の
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
が
あ
る
。
名
詞
に
下
接
す
る
両
者

の

「
に
て
」
に
は
古
代
語
に
お
い
て
か
な
り
高
い
連
続
性
も
う
か
が

え
、
そ
の

一
方
の
極
に
成
立
す
る
格
助
詞

「
に
て
」
の
形
成
に
つ
い

て
も
、
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
に
よ
る
連
用
句
で
状
態
を
表
す
こ

と
の
多
い
中
古
語
の
構
文
傾
向
が
関
与
し
た
可
能
性
に
筆
者
は
注
意

　ヨ
　

し
た
こ
と
が
あ
る
。
断
定
の
意
を
表
す
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
こ

そ
が
、
後
に
補
助
動
詞
を
伴

っ
て
、
「
に
て
あ
り
」

の
形
も
採
る
よ

う
に
な
る
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
「
に

て
あ
り
」

の
外
形
を
出
発
点
に
据
え
ら
れ
た
佐
伯
氏
の
視
野
に
は
、

「
に
し
て
」
に
由
来
す
る
格
助
詞
寄
り
の

「
に
て
」
し
か
入
ら
な
か

っ

た
の
で
あ
る
。
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断
定

の
助
動
詞
寄
り
の
働
き
を
も

つ
連
用
的
な

「
に
て
」
に
は
、

古
代
語
に
お
い
て
す
で
に

一
定

の
広
が
り
が
認
め
ら
れ
、

一
体
化
の

進
行
も
う
か
が
え
る
。
そ
の

「
に
て
」

の
働
き
を
、
連
用
句
や
中
止

句

に
お
け
る
用
法
だ
け
で
な
く
、
よ
り
助
動
詞
的
に
文

の
主
句
に
お

け
る
述
語
に
も
広
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
「あ
り
」
や
そ
れ
相
当
の

敬
語
を
、
そ
の
語
本
来
の
動
詞
性
を
捨
象
し
た
、
補
助
動
詞
と
し
て

補

う
こ
と
が
必
要

で
あ

っ
た
。

そ
の
必
要
に
応
じ

て
、
補
助
動
詞

「あ
り
」
を
補
う
言
い
方
が
生
じ
、
広
が

っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

動
詞
の

「
あ
り
」
が
早
く
か
ら
下
に
現
れ
や
す
い
の
は
格
助
詞
寄

り

の

「
に
て
」
で
あ
り
、
補
助
動
詞
の

「
あ
り
」
が
続
く
の
は
、
外

で
も
な
い
そ
の
よ
う
な
断
定
の
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
で
あ
る
。

個
別
的
に
見
れ
ば

一
見
ま
ぎ
ら
わ
し
い
例
も
あ
る
に
せ
よ
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
補
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
の
確
認
で
き
る

「
あ
り
」
や
そ

の
類
の
働
き
を
分
析
す
れ
ば
、
両
者
の
出
現
し
は
じ
め
る
時
期
に
は

か
な
り
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
格
助
詞
寄
り
の

「
に
て
」
の
下
に
動

詞

「
あ
り
」
が
現
れ
る
形
と
、
「
で
あ
る
」
の
前
身
と
し
て
の
補
助

動
詞
を
伴
う

「
に
て
あ
り
」
と
は
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
断
定
の
意
を
表
す
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
に
対
す
る
補

助
動
詞

「あ
り
」
や
そ
の
類
の
働
き
を
考
え
れ
ば
、
そ
の

「
に
て
」

へ
の
続
き
方
に
も
、
な
お
幾

つ
か
の
あ
り
よ
う
を
区
別
す
る
必
要
が

あ
る
。
ま
ず
、
補
助
動
詞

「あ
り
」
が

「
に
て
」
に
す
ぐ
続
く
言
い

方
と
、
「
に
て
」
の
後
に
係
助
詞

・
副
助
詞
が
介
入
し
て
そ
の
後
に

続
く
言
い
方
と
の
区
別
で
あ
る
。
す
ぐ
続
く
言
い
方
よ
り
は
、
係
助

詞
な
ど
が
介
入
し
て
そ
の
後
に
続
く
こ
と

の
ほ
う
が
先
行
し
た
と
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
補
助
動
詞

「あ
り
」
が
す
ぐ
続
く

「
に

て
あ
り
」
式
の
言
い
方
に
も
、
そ
れ
が
さ
ら
に
他
の
助
動
詞
に
続
き
、

「
あ
り
」
が
他
の
助
動
詞
の
た
め
の
仲
介
を
す
る
言
い
方
と
、
他
の

助
動
詞
に
は
続
か
ず
、
い
わ
ば

「
に
て
」

の
補
助
に
徹
し
て

「
あ
り
」

で
終
わ
る
言

い
方
と
が
あ
る
。
そ
の
両
者

に
も
、
「
あ
り
」
が
続
く

こ
と
の
意
味
に
は
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に

「
に
て
」
に

補
助
動
詞
が
す
ぐ
続
く
言
い
方
に
は
、
補
助
動
詞

「
あ
り
」
自
体
が

続
く

「
に
て
あ
り
」
式
の
言
い
方
と
、

敬
語
の
補
助
動
詞
が
続
く

「
に
て
お
は
し
ま
す
」
「
に
て
侍
り
」
な
ど

の
言
い
方
が
あ
る
。
そ
の

両
者
に
も
、
補
助
動
詞
が
続
く
こ
と
の
意

味
に
は
差
が
認
あ
ら
れ
る
。

「
に
て
」

の
融
合
し
た

「
で
」
に
補
助
動
詞

「
あ
り
〉
あ
る
」
が
続

く

「
で
あ
り
〉
で
あ
る
」
の
形
成
に
も
、

同
様
の
こ
と
が
想
定

で
き

る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
、
断
定

の
意
を
表
す
助
動
詞
寄

り
の

「
に
て
」
に
は
じ
ま
る
右
の
各
段
階
を
区
別
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
出
現
や
多
用
化
の
時
期

に
注
意
し
て
、
「
で
あ
る
」

の
形
成
過
程
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
古
代
語
の
断
定
の
助
動
詞

「
な
り
」
に
つ
い
て
は
、

春
日
和
男
氏
に
そ
の
原
形
の

「
に
あ
り
」

や

「
ぞ
」

の
分
布
と
対
比

　る
　

さ
れ
た
史
的
論
考
が
あ

っ
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
春
日
氏
の
見
方
も
、
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本
稿

の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
外
形
を
中
心
に
対
象
を
限
定
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
が
、
「
に
あ
り
」

の
形
成
に

つ
い
て
も
、
筆
者
は
断
定

の
意
を
表
す
と
い
う
意
味

・
働
き
の
ほ
う
か
ら
同
様
の
過
程
を
考
え
、

そ
の

「
に
」
の
働
き
を
主
句
の
述
語
に
拡
大
す
る
た
め
に

「
あ
り
」

を
補
助
動
詞
と
し
て
補
う

「
に
あ
り
」
式
の
言

い
方
が
広
が

っ
た
と

想
定

し
た
い
。
上
代
以
前
は
資
料
が
乏
し
い
か
ら
、
そ
の
過
程
の
実

証

は
望
め
な
い
だ
ろ
う
が
、
断
定

の
意
を
表
す

「
に
あ
り
」
の
形
成

過

程
も
、
「
で
あ
る
」

の
形
成
過
程
と
相
似
的

で
あ
ろ
う
と
推
測
し

て
い
る
。

二

断
定
の
意
を
表
す

「に
て
」
の

一
体
化

名
詞
に
下
接
す
る
古
代
語

の

「
に
て
」

に
は
、
助
動
詞
寄
り
の

「
に

て
」
と
格
助
詞
寄
り
の

「
に
て
」
が
あ

っ
て
、
両
者

に
は
か
な

り

の
連
続
性
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
格
助
詞
を
形
成
す
る
方

向

に
お
け
る

「
に
て
」
に
は
、
そ
の

一
体
化

・
一
語
化
が

一
般
に
認

め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
代
語
の

「
に
て
」
が
そ
の
よ
う

に
連
続
し
な
が
ら
格
助
詞
寄
り
の
も
の
と
助
動
詞
寄
り
の
も
の
の
両

極

に
分
化
し
て
い

っ
た
と
考
え
れ
ば
、
助
動
詞
寄
り
の

「
に
て
」
に

も
、
新
た
な
断
定
の
助
動
詞
を
形
成
す
る
方
向

へ
の

一
体
化
を
考
え

る
の
が
む
し
ろ
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

助
動
詞

「
な
り
」
の
活
用
表
に
は
、
連
用
形
と
し
て

「
な
り
」
形

と

「
に
」
形
が
通
常
並
記
さ
れ
、
二
通
り
の
形
の
存
在
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
「
な
り
」
形
の
連
用
形
は
、
助
動
詞
に
続
く

の
み
で
あ
る
が
、
「
に
」
形
の
ほ
う
は
助
動
詞
に
は
続
か
ず
、
そ
れ

に
は
、
次

の
よ
う
な
中
止
法
と
し
て
他
の
句
や
用
言
と
相
関
す
る
、

む
し
ろ
本
来
の
意
味
で
の
連
用
法
と
言
え
そ
う
な
例
が
わ
ず
か
な
が

ら
上
代

・
中
古
に
認
め
ら
れ
る
。

ω
春
は
萌
え
夏
は
緑
に

〈緑
丹
〉
紅

の
ま
だ
ら
に
見
ゆ
る
秋
の

山
か
も

(万
葉

・
十

・
二

一
七
七
)

・
い
ま
ひ
と
か
た
も
、
例
は
立
ち
去
ら
ぬ
心
地
に
、
け
ふ
ぞ
見

え
ぬ
。
(蜻
蛉

・
上

・
天
暦
十
年
三
月
)

そ
の
連
用
形

「
に
」
は
、
次
の
よ
う
に
接
続
助
詞

「
て
」
「
し
て
」

を
伴
う

「
に
て
」
「
に
し
て
」

の
形
で
も
、
連
用
法
、
な
い
し
、
中

止
法
に
な
る
こ
と
が
上
代
か
ら
す
で
に
あ

る
。
中
古
に
は
特
に
単
独

の

「
に
」
に
比

べ
て
、
は
る
か
に

一
般
的

な
形
式
に
な

っ
て
い
る
。

か
は
の
へ

い
は
む
ら

む

と
こ
を

と

め

②
河
上
の
ゆ
つ
岩
群
に
草
生
さ
ず
常

に
も
が
も
な
常
処
女
に
て

(万
葉

・
一
・
二
二
)

・
大
臣
、
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、
顔
は
草
の
葉
の
色
に
て
居
給

へ

り
。
(竹
取
)

・

「十
六
日
に
な
む
。
女
に
て
た
ひ
ら
か
に
も
の
し
た
ま
ふ
」

と
告
げ
き
こ
ゆ
。
(源
氏

・
澪
標
)

・
女
御
腹
に
て
、
は
か

ぐ

し
き
御
後
見
も
な
か
り
け
れ
ば
、

(
夜

の
寝

覚

・

一
)

お
み
な

㈹
古
り
に
し
嫗
に
し
て
や

〈嫗
尓
為
而
也
〉
か
く
ば
か
り
恋
に
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た
わ
ら
は

沈

ま

む
手

童

の
ご

と

(
万
葉

・
二

・

一
二
九

)

・
イ

ト

タ

ウ

ト

ク

シ

テ

心

サ

カ

シ
。

七
歳

ニ

シ
テ

サ

ト

リ

ア
キ

ラ

ケ

シ
。

(
三

宝

絵

・
下

・
三

)

・
顔

ノ

色

、

金

ノ
属

ニ
シ

テ

、

身

ヨ

リ

黄

金

ノ

光

ヲ

放

ツ
。

(
今

昔

・
十

一

・
九

)

こ

の
よ

う

に
他

の
句

や

用
言

と

相

関

す

る

連

用

法

に
立

っ
て
断

定

を
表

す

形

に
は
、

上
代

か

ら

「
に
」

形

と

そ

れ

に
接
続

助

詞

「
て
」

「
し

て
」

の
付

い
た

「
に

て
」

「
に
し

て
」

が

あ

り
、

接

続

助

詞

の
付

か

な

い

.「
に
」

形

の
例

は
、

「
に

て
」

「
に
し

て
」

に
比

べ

て
、

き

わ

め

て
限

ら
れ

て

い
る

の

で
あ

る

。

そ

の
接

続

助

詞

の
付

か

な

い

「
に
」

形

に
対

す

る

「
に

て
」

「
に
し

て
」

の
用

例

の
多

さ

は
、

「
に
」

形

に

よ

る
連

用
法

を

接

続

助

詞

「
て
」

「
し

て
」

と

連

語

化

・

一
体

化

さ

せ

る

こ
と

に
よ

っ
て

そ

の
機

能

を

よ

り

安

定

さ

せ

、

更

新

し

よ

う

と

す

る

動

き

が

上

代

か

ら

は

じ

ま

り

、

中

古

に
は
強

く

な

っ
た

こ
と

を

う

か

が

わ

せ

る
も

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

接

続

助

詞

「
し

て
」

の
付

い
た

「
に
し

て
」

は
、

中

古

に

は
漢

文

訓

読

体

の
文

章

に
偏

っ
た

言

い
方

に
な

る
。

文

章

語

と

し

て

や

や
古

風

な

言

い
方

に
傾

い
た

と

見

て
よ

か

ろ
う

。

し

た

が

っ
て
、

一
般

に

は
接

続

助

詞

「
て
」

と

連

語

化

・

一
体

化

す

る

「
に

て
」

こ

そ
が

、

中

古

以

降

、

「
な

り
」

の
連

用

形

「
に
」

の
機

能

に
取

っ
て
替

わ

る
新

し

い
形

と

し

て
、

広

ま

っ

て

い

っ
た

と

考

え

て
よ

い
。

「
な

り

」

の
連

用

形

「
に
」

と

接

続

助

詞

「
て
」

が

一
体

化

し

た

「
に
て
」

は
、

そ
う
い
う
新
し
い
形
と
し

て
、

断
定

の
意
を
表
す

「
に
て
あ
り
」
の
成
立
よ
り
ず

っ
と
先

に
、
断
定

の
意
を
表
す

「
な

り
」

の
連
用
形

「
に
」

に
取

っ
て
替
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

接
続
助
詞

「
て
」
と

一
体
化
し
て
い
っ
た

「
に
て
」

の
働
き
は
、
そ

れ
単
独
で
は
連
用
法
に
限
ら
れ
る
が
、

一
体
化
の
結
果
、
「
に
て
」

の
働
き
は
助
動
詞
に
準
ず
る
も
の
に
な
る
と
見
て
、
以
下
、
そ
れ
を

準
助
動
詞
と
仮
称
す
る
。

三

補
助
動
詞

「
あ
り
」

の
共
起

さ
て
、
こ
う
し
て
準
助
動
詞

「
に
て
」

の
働
き
が
本
来
の
連
用
形

「
に
」

の
働
き
よ
り
安
定
す
る
と
感
じ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
働
き
を
担

う
準
助
動
詞

「
に
て
」
を
、
文
の
主
句
に
お
け
る
述
語
に
も
広
げ
よ

う
と
す
る
動
き
が
生
じ
る
の
は
自
然
の
勢

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め

に
は
、
補
助
動
詞

「
あ
り
」
の
共
起
が
必
要
に
な
る
。

補
助
動
詞

「あ
り
」
は
、
ど
の
よ
う
な
環
境
、
な
い
し
、
位
置
に

お
い
て
、
「
に
て
」
と
共
起
し
は
じ
あ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次

に
そ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
補
助
動
詞

「あ
り
」
の
共
起
が
出
現
す
る
時

期
の
遅
速
を
探

っ
て
い
く
た
め
、
ま
ず

「
に
て
」
の
下
に
係
助
詞

・

副
助
詞
が
介
入
し
て
そ
の
後
に

「
あ
り
」

が
共
起
す
る
用
法
と
、

「
に
て
」
に

「
あ
り
」
が
す
ぐ
続
く

「
に
て
あ
り
」
式

の
言

い
方
の

二
つ
を
大
別
す
る
。
助
詞
の
介
入
す
る
前
者
は

「助
詞
介
入
法
」
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
補
助
動
詞

「あ
り
」
が

「
に
て
」
に
す
ぐ
続
く

成形S亅るあで厂79



「
に
て
あ
り
」
式
の
言
い
方
に
は
、
そ
れ
が
他
の
助
動
詞
に
続
い
て

そ
の
表
示
を
仲
介
す
る
用
法
と
、
「
に
て
あ
り
」
が
文
の
終
止
に
用

い
ら
れ
た
り
、
接
続
助
詞
に
続
い
て
そ
の
句
的
事
態
が
そ
こ
で
収
束

し
た
り
す
る
用
法
と
を
さ
ら
に
区
別
し
よ
う
。
他
の
助
動
詞
の
表
示

を
仲
介
す
る
用
法
は
、
「助
動
詞
仲
介
法
」
と
呼
び
、
終
止
の
用
法

や
接
続
助
詞
に
続
く
用
法
は
、
「
広
義
終
止
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す

る
。
補
助
動
詞

「
あ
り
」
の
共
起
の
し
か
た
を
、
こ
の
助
詞
介
入
法

・

助
動
詞
仲
介
法

・
広
義
終
止
法
に
区
別
す
る
の
は
、
結
論
か
ら
言

っ

て
、
助
詞
介
入
法
と
助
動
詞
仲
介
法
の
例
が
中
古
中
期
か
ら
あ
る
の

に
、
広
義
終
止
法
の
明
ら
か
な
例
が
出
現
す
る
の
は
院
政
期
以
降
の

よ
う

だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
「
に
て
」
が
敬
語
補
助
動
詞
に
続
く

も
の
は
、
助
動
詞
仲
介
法
的
な
言
い
方
と
広
義
終
止
法
的
な
言
い
方

と
を
問
わ
ず
、
中
古
中
期
か
ら
そ
の
例
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
そ
れ
な

り
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ま
た
別
に
後
述
す
る
。

三
の

一

助
詞
介
入
法
と
助
動
詞
仲
介
法
の
先
行

次

に
、
助
詞
の
介
入
す
る
助
詞
介
入
法
の
例
の

一
斑
を
示
そ
う
。

た
だ
し
、
院
政
期
以
降
は
最
も
出
現
の
遅
い

「
に
て
あ
り
」
式
の
広

義
終
止
法
の
例
も
現
れ
る
の
で
、
院
政
期
は
除
い
て
そ
れ
以
外
の
中

古
の
例
だ
け
を
示
す
。

ω

「十
六
日
に
な
む
。
女
に
て
た
ひ
ら
か
に
も
の
し
た
ま
ふ
」

と
告
げ
き
こ
ゆ
。
め
づ
ら
し
き
さ
ま
に
て
さ

へ
あ
な
る
を
思
す

に
お

ろ
か

な

ら

ず

。

(
源
氏

・
澪

標

)

・
な

ど

て
、

さ

し

離

れ

た

る

賤

の
男

に

て
だ

に
あ

ら

で
、

親

し

く

、

よ

う
つ

聞

き

合

せ

給

ふ

べ
き

こ
と

に

て
し

も

や

あ

り

け

ん

。

(狭

衣

・

一
)

・
思

立

つ
方

と

て
も

、

少

し

は

か

ぐ

し

き

事

に

て
も

あ

ら

ず

.

(狭
衣

・
一
)

ち
な
み
に
、
係
助
詞

・
副
助
詞
が
介
入
す
る
助
詞
介
入
法
に
は
、

右
の
第
三
例
の
よ
う
に
打
消
の
助
動
詞

「
ず
」
を
伴
う
言
い
方
の
ほ

か
、
そ
の
補
助
動
詞
以
下
の
代
わ
り
に

「
な
し
」
を
用
い
る
言
い
方

も
、
院
政
期
以
降
、
次
の
よ
う
に
そ
の
例
が
見
え
る
。

⑤
い
ひ
た
が

へ
た
ま
ふ
事
、
詞
に
て
も
、
歌
に
て
も
な
か
り
け

り
。
(大
鏡

・
伊
尹
)

・
ス
コ
シ
モ
サ
ヤ
ウ
ナ
ラ
ン
人
ノ
、

ス
ベ
キ
事

ニ
テ
ハ
コ
ノ
摂

政
関
白

ハ
ナ
キ
也
。
(愚
管
抄

・
四
)

・
さ
し
た
る
御
心
地
に
て
は
な
く
、

そ
こ
は
か
と
な
く
、
な
や

み
わ
た
り
給
ふ
事
有
て
、
(と
は
ず
が
た
り

・
二
)

助
動
詞
仲
介
法
の
例
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
先
述
の
助
詞
介
入
法

と
ほ
ぼ
並
ん
で
、
中
古
中
期
か
ら
あ
る
。
な
お
、
院
政
期
以
降
は
、

出
現
の
遅
い
広
義
終
止
法
の
例
も
現
れ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
院
政
期

を
除
い
て
そ
れ
以
外
の
中
古
の
例
だ
け
示
す
。

⑥
ひ
が
ご
と
に
て
あ
ら
ん
も
、
あ
や
し
け
れ
ば
、
御
文
は
も
と

の
や
う
に
し
て
、
(源
氏

・
浮
舟
)

0　



・
そ
の
程
ば
か
り
の
言
の
葉
、
か
よ
ふ
こ
と
に
て
あ
り
け
む
。

(夜
の
寝
覚

・
二
)

・
御
乳
母
の
、
大
貳
の
北
方
に
て
あ
る
な
り
け
る
、
子
ど
も
あ

ま
た
あ
る
中
に
、
(狭
衣

・
一
)

な
お
、
「
に
て
あ
り
」
式

の
助
動
詞
仲
介
法
の
例
に
は
、
中
世
鎌

倉
期

に
も
、
次
の
よ
う
に

「
に
て
」
と

「あ
り
」
の
間
に
、
他
の
文

節
の
割
り
込
ん
だ
例
も
あ
る
。
こ
う
い
う
例
に
は

「
に
て
」
と

「あ

り
」
と
が
、
働
き
の
上
で
な
お
か
な
り
遊
離
的
で
あ
り
え
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。

①

「
…
…

ユ
・
シ
キ
者

ニ
テ
義
朝
ア
リ
ケ
リ
」
ト

コ
ソ
雅
頼
モ

申
ケ
レ
。
(愚
管
抄

・
四
)

三
の
二

広
義
終
止
法
の
出
現

同
じ

「
に
て
あ
り
」
式
の
言
い
方
で
も
、
広
義
終
止
法
は
助
動
詞

仲
介
法
に
比

べ
て
そ
の
出
現
す
る
時
期
が
遅

い
。
「
に
て
あ
り
」
式

の
広
義
終
止
法
と
見
て
よ
い
明
ら
か
な
例
の
出
現
は
院
政
期
以
降
の

　ヨ
　

よ
う

で
あ
る
。
例
⑧
は
、
接
続
助
詞
に
続
く
言
い
方
、
例
⑨
は
文
の

終
止
に
用
い
ら
れ
た
言

い
方
で
あ
る
。
⑨
に
は
係
り
結
び
に
よ
る
終

止
形
以
外
の
終
止
法
の
例
も
含
め
て
示
す
。

⑧
亦
二
人
乍
ラ
国
ノ
可
然
キ
者

ニ
テ
有
レ
ば
、
守
否
定
メ
不
切

シ
テ
有
ケ
ル
程
二
、
(今
昔

・
二
十
五

・
五
)

・
あ
な
あ
ぶ
な
や
と
よ
。
八
郎
が
や
さ
き
は
さ
る
事
に
て
あ
る

も
の
を
。
わ
か
も
の
思
慮
な
く
て
ぞ
は
や
る
ら
ん
。

(保
元

・

中
)

・
い
ひ
つ
る
も
の
な
ら
ば
、
殿
上
ま

で
も
や
が
て
き
り
の
ぼ
ら

む
ず
る
者
に
て
あ
る
間
、
「別
の
事
な
し
」
と
そ
答
ら
れ
け
る
。

(覚

一
本
平
家

・
一
・
殿
上
闇
討
)

・

「最
期
に
て
あ
る
に
、
何
事
ぞ
、
申
せ
か
し
」
と
仰
せ
を
蒙

り
、
(義
経
記

・
五
)

働

「喜
ク
」
ト
云

フ
顔

ヲ
見
レ
バ
、
彼
ノ
橋

ニ
テ
被
追
タ
リ
キ

ト
語
リ
シ
鬼
ノ
顔

ニ
テ
有
リ
。
(今
昔

・
二
十
七

・
十
三
)

・
近
く
ま
は
し
よ
せ
て
見
れ
ば
、
身

は

一
ぢ
や
う
の
皮
に
て
あ

り
。
(宇
治
拾
遺

・
七
)

・

「…
…
門
よ
り
こ
そ
出
す

べ
き
事

に
て
あ
れ
」
と
云
ふ
を
聞

き
て

(宇
治
拾
遺

・
二
四
)

・
僧
都
う
つ
丶
に
て
あ
り
と
お
も
ひ
定

て
、
(覚

一
本
平
家

・

三

・
僧
都
死
去
)

・
此
人
々
を
助
け
奉
り
て
、
日
本
に
置
か
れ
ん
事
こ
そ
獅
子
虎

を
千
里
の
野
辺
に
放
つ
に
て
あ
れ
。

(義
経
記

・
二
)

断
定
の
意
を
表
す
準
助
動
詞

「
に
て
」

と
補
助
動
詞

「
あ
り
」

の

共
起
す
る
言
い
方
と
し
て
は
、
助
詞
介
入
法
や

「
に
て
あ
り
」
式

の

助
動
詞
仲
介
法
の
出
現
が

一
足
早
く
、
「
に
て
あ
り
」
式
の
広
義
終

止
法
の
出
現
は
、
そ
れ
ら
よ
り
遅
れ
た
。
広
義
終
止
法
の
出
現
が
は

じ
め
て
確
認
で
き
る
の
は
院
政
期
に
入

っ
て
で
あ

っ
た
。

成形S亅るあで厂　　



思

う
に
、
助
詞
介
入
法
に
お
い
て
は
、
補
助
動
詞

「
あ
り
」
が
そ

の
助

詞
の
介
入
を
助
け
て
句
を
終
止
、
な
い
し
、
収
束
さ
せ
る
必
要

が
あ

っ
た
だ
ろ
う
し
、
助
動
詞
仲
介
法

の
補
助
動
詞

「
あ
り
」

に
も
、

後
に
続
く
助
動
詞
の
表
示
を
助
け
る
必
要
が
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
補
助

動
詞
と
い
う
名
称
は
、

一
般
論
と
し
て
は
上
の
用
言
的
な
語
の
補
助

に
当
た
る
こ
と
に
よ
る
け
れ
ど
も
、
準
助
動
詞

「
に
て
」
と
共
起
す

る
補
助
動
詞

「
あ
り
」

の
出
現
の
遅
速
か
ら
言
え
ば
、
準
助
動
詞

「
に
て
」
自
体
の
補
助
に
徹
す
る
と
見
う
る
広
義
終
止
法
よ
り
、
助

詞
の
介
入
を
助
け
た
り
、
後
に
続
く
助
動
詞
の
表
示
を
助
け
た
り
す

る
、

他
の
サ
ー
ビ
ス
を
兼
ね
る
言
い
方
の
ほ
う
が
先
行
し
て
い
る
。

け
だ
し
、
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
兼
ね
る
だ
け
、
助
詞
介
入
法
や
助
動
詞

仲
介
法

の
ほ
う
が
、
補
助
動
詞

「
あ
り
」
の
必
要
度
も
高
か

っ
た
と

見
て
よ
か
ろ
う
。
「
に
て
」
自
体
の
補
助
に
徹
す
る
広
義
終
止
法
の

補
助
動
詞

「
あ
り
」
は
、
そ
う
い
う
必
要
度
の
高
い
用
法
の
中
で
、

両
者

の
共
起
性
が
次
第
に
高
ま
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の

出
現
を
許
さ
れ
、
旧
来
の
助
動
詞

「な
り
」
に
取

っ
て
替
わ
る
新
し

い
言

い
方
に
な
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。

三
の
三

「
に
て
」
+
敬
語
補
助
動
詞

以
上
、
助
詞
介
入
法
や
、
「
に
て
あ
り
」
式
の
助
動
詞
仲
介
法
、

広
義
終
止
法
の
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
出
現
時
期
を
確
か
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
遅
速
の
理
由
に
つ
い
て
も

一
考
し
た
。
佐
伯
氏

が

「
「
お
は
し
ま
す
」
や

「侍
り
」

で
も
同

じ
こ
と
で
あ
る
」
と
言

わ
れ
、

一
般

に
も
そ
う
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
敬
語
補
助
動
詞
の
場

合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
助
詞
介
入
法
に
類
す
る
言
い
方
で
、
「
に
て
」
と
敬
語
補
助

動
詞
の
間
に
係
助
詞

・
副
助
詞
が
介
入
す

る
言
い
方
は
、
次
に
そ
の

一
斑
を
示
す
よ
う
に
、
中
古
中
期
か
ら
あ

る
。
助
詞
介
入
法
自
体
と

時
期
的
に
差
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
「あ
り
」

に
相
当
す
る
敬
語
的

な
言
い
方
に
は
、
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
用

い
た
例
も
あ
る
の
で
、

併
せ
て
示
す
。

⑩
男
に
て
さ

へ
お
は
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
ど
の
作
法
に
ぎ
は
は
し

く
め
で
た
し
。
(源
氏

・
葵
)

・
ま
め
や
か
な
る
方
の
頼
み
は
同
じ
こ
と
に
て
な
む
も
の
し
た

ま
ひ
け
る
。
(源
氏

・
真
木
柱
)

次
に
、
「
に
て
あ
り
」
式

の

「
あ
り
」

に
替
わ

っ
て
敬
語
補
助
動

詞
が
用
い
ら
れ
た
、
助
動
詞
仲
介
法
的
な
例
も
、
次
に
そ
の

一
斑
を

示
す
よ
う
に
、
中
古
中
期
か
ら
見
ら
れ
る
。
「
に
て
あ
り
」
式
の
助

動
詞
仲
介
法
に
比
べ
て
、

こ
れ
も
時
期
的

に
差
は
な
い
。
次
に
院
政

期
の
例
も
含
め
て
そ
の

一
斑
を
示
す
。
例
⑪
は
尊
敬
語
に
よ
る
も
の
、

例
⑫
は
丁
寧
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑪
若
君
ば
か
り
こ
そ
は
、
ゆ
く
す
ゑ

の
御
た
の
も
し
人
に
て
お

は
す
め
る
に
、
(夜
の
寝
覚

・
五
)

・
今
の
み
か
ど
の
御
を
ぢ
義
懐
中
納
言
は
、
か
の

一
条
大
納
言

2　



の
大
い
君
の
御
を
と
こ
に
て
も
の
し
給

ひ
け
れ
ば
、

(栄
花

・

二

・
花
山
た
つ
ぬ
る
中
納
言
))

・
そ
の
大
貳
の
御
女
、
…
…
大
貳
に
お
と
ら
ず
女
手
か
き
に
て

お
は
す
め
り
。
(大
鏡

・
実
頼
)

⑫
変
化
の
物
に
て
侍
り
け
ん
身
と
も
知
ら
ず
、
親
と
こ
そ
思
ひ

た
て
ま
つ
れ
。

(竹
取
)

し
か
し
、
「
に
て
あ
り
」
式

の
広
義
終
止
法

の
出
現
が
院
政
期
で

あ

っ
た
の
と
違

っ
て
、
「
あ
り
」

の
位
置
に
敬
語
補
助
動
詞
が
用
い

ら
れ
た
、
広
義
終
止
法
的
な
例
は
、
中
古
申
期
か
ら
見
ら
れ
る
。

こ

の
点

で
は
敬
語
補
助
動
詞
の
ほ
う
が
、
補
助
動
詞

「
あ
り
」

に
よ
る

「
に
て
あ
り
」
式
の
言

い
方
よ
り
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
03

は
尊
敬
語
、
qの
は
丁
寧
語
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑬
こ
の
女
御
の
御
腹
の
三
の
宮
丶
世

の
中

の
か
し
こ
き
君
に
て

お
は
し
ま
す
、
そ
れ
な
ん
こ
の
あ
て
君
を
思
ひ
き
こ
え
給

へ
ど
、

(宇
津
保

・
嵯
峨
の
院
)

・
春
宮
は
ま
だ
稚
児
に
て
お
は
し
ま
す
。
(夜
の
寝
覚

・
一
)

・
宮
々
い
と
う
つ
く
し
き

(こ
)
お
と
こ
ど
も
に
て
お
は
し
ま

す

。

(
栄

花

・
三

・
さ

ま

ぐ

の
よ

ろ

こ
び

)

・
さ

れ

ば

、

た

穿
今

は
、

こ

の
太

政

大

臣

の
御

子

ど

も

や

が

て

い
と

や
む

ご

と

な

き

殿

ば

ら

に

て

お

は

す
。

(
栄

花

・
月

の
宴

)

・
大

貳

の
御

妹

は
法

住

寺

の

お

と

穿

の

き

た

の

か

た

に

て
お

は

す

。

(
大

鏡

・
実

頼

)

αの
宮
仕

へ
仕
う
ま

つ
ら
ず
な
り
ぬ
る
も
、
か
く
わ
づ
ら
は
し
き

身
に
て
侍
れ
ば
、
心
得
ず
思
し
め
さ
れ

つ
ら
め
ど
、
心
強
く
う

け
た
ま
は
ら
ず
な
り
に
し
事
、
(竹
取
)

・
お
の
れ
は
甲
斐
殿
の
雑
色
な

に
が

し
と
申
す
者
に
て
候
。

(宇
治
拾
遺

・
二
九
)

敬
語
補
助
動
詞
が
断
定
の
意
を
表
す

「
に
て
」
に
す
ぐ
続
く
広
義

終
止
法
的
な
言
い
方
の
出
現
時
期
が
、
こ
の
よ
う
に

「
に
て
あ
り
」

式

の
広
義
終
止
法
の
出
現
時
期
よ
り
早
い
の
は
、
そ
の
補
助
動
詞
の

使
用
目
的
が

「
あ
り
」
の
場
合
と
は
異
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
「
に

て
あ
り
」
式

の
広
義
終
止
法
に
お
け
る

「
あ
り
」

の
共
起
は
、
連
用

法

の

「
に
て
」

の
働
き
を
主
句

の
述
語
に
拡
大
す
る
と
い
う
構
文
上

の
要
求

に
よ
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
敬
語
補
助
動
詞
の

「
に
て
」

へ

の
下
接
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
共
起
は
、
話
題
の
人
物
や
聞
き
手

の
あ
り
よ
う
に
よ

っ
て
、
し
か
る
べ
き
敬
意
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
、
当
時

の
社
会
的
制
約

に
こ
そ
よ
る
で
あ
ろ
う
。

広
義
終
止
法
的
な
言

い
方

で
は
、
敬
語
補
助
動
詞
の
ほ
う
が
先
行

し
た
こ
と
を
述

べ
た
が
、
院
政
期
以
前

に
お
け
る
断
定

の
意
を
表
す

広
義
終
止
法
的
な
言

い
方
と
し
て
は
、
次

の
よ
う
に

「
な
り
」

の
連

用
形

「
に
」
に
敬
語
補
助
動
詞
が
す
ぐ
続

く
旧
来

の
言

い
方

の
ほ
う

が
ま
だ
多
く
、

一
般
的

で
あ

っ
た
と
見
う
け
ら
れ
る
。

⑮
大
殿

の
中
納
言

の
君
に
お
は
す
と

て
も
、
あ
け
く
れ
出
し
入

れ
て
見

つ
べ
か
ら
ん
人

に
は
、
な
か
な
か
劣
り
て
、

口
惜
し
く

成形S　るあで厂　　



も
あ
る
べ
き
か
な
。
(夜
の
寝
覚

・
一
)

・
次
帝
、
醍
醐
天
皇
と
申
き
。

こ
れ
、
亭
子
太
上
法
皇

の
第

一

の
皇
子
に
お
は
し
ま
す
。
(大
鏡

・
醍
醐
天
皇
)

㈹
さ
れ
ば
、
お
い
た
る
は
、

い
と
か
し
こ
き
も

の
に
侍
り
。

(大
鏡

・
序
)

・
世
次
は
い
と
お
そ
ろ
し
き
お
き
な
に
侍
。

(大
鏡

・
後

一
条

院
)

「
に
て
あ
り
」
式

の

「
あ
り
」

の
位
置

に
敬
語
補
助
動
詞
が
用
い

ら
れ
た
、
例
㈱
αの
に
示
す
広
義
終
止
法
的
な
例

の
広
が
り
は
、
そ
れ

だ
け
相
対
的

に
狭
い
。

断
定

の
意
を
表
す
準
助
動
詞

「
に
て
」

に
敬
語
補
助
動
詞
の
続
く

言

い
方
も
、
そ
の
意
味
で
院
政
期
以
前
に
お
い
て
は
、
上
接
す
る
名

詞
を
賓
語
と
す
る
判
断
を
や
や
確
認
的
に
強
め
る
意
味
あ
い
を
含
み
、

旧
来

の
助
動
詞

「
な
り
」
の
連
用
形

「
に
」
に
続
く
言
い
方
よ
り
も

確
認
的
な
表
現
性
を
分
担
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は

「
に
て
あ
り
」
式
の
広
義
終
止
法
と
旧
来
の
助
動

詞

「
な
り
」
に
よ
る
そ
れ
と
の
間
に
も
当
然
あ

っ
た
は
ず
で
あ
り
、

「
に
て
あ
り
」
式
の
広
義
終
止
法
も
、
そ
れ
が
旧
来
の

「
な
り
」

に

よ

る
言
い
方
の
中
で
広
ま

っ
て
い
く
過
程
で
は
、
や
は
り

「な
り
」

に
よ
る
広
義
終
止
法
に
比

べ
て
、
よ
り
確
認
的
に
強
調
す
る
意
味
あ

い
を
も

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

四

断
定
の
意
を
表
す

「
で
あ

る
」
の
形
成

断
定
の
意
を
表
す
連
語

「
で
あ
る
」
は
、
「
に
て
あ
り
」
式
な
ど

　　
　

の

「
に
て
」
が

「
で
」
に
変
化
す
る
と
と
も
に
、
「
あ
り
」
が
連
体

形

の
終
止
形
同
化
に
よ

っ
て
、
元
の
連
体
形
に
当
た
る

「
あ
る
」
に

変
化
し
た
形

で
あ
る
。
そ
の
断
定

の
意
を
担
う
準
助
動
詞

「
に
て
」

か
ら
変
化
し
た

「
で
」
も
、

こ
こ
で
は
同
じ
く
準
助
動
詞
と
呼
ぼ
う
。

ま
た
、
以
下
、
そ
の

「
で
」

に
対
す
る
補
助
動
詞

「
あ
り
〉
あ
る
」

の
共
起

の
し
か
た
に
も
、
助
詞
介
入
法

・
助
動
詞
仲
介
法

・
広
義
終

止
法

の
呼
び
方
を
準
用
し
、
同
様

の
視
点

で

「
で
あ
る
」

の
形
成
過

程
を
た
ど

っ
て
み
る
。

準
助
動
詞

「
で
」

に
お
い
て
も
、
補
助
動
詞
の
共
起
し
な
い
連
用

法
の

「
に
て
」

に
相
当
す
る
、
連
用
法
の

「
で
」

の
例
が
も

っ
と
も

早
く
現
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
院
政
期

の
成
立
と
思
わ
れ
る
文
献

か
ら
見
い
だ
せ
る
。

㎝
名
ヲ
バ
経
行
ト
ナ
ム
申
ケ
ル
。
童
デ
、
長
大

マ
デ
冠
ヲ
モ
セ

ヲ
ハシ

　

デ
御
ケ
ル
ガ
、
夜
這
ヲ
ナ
ム
イ
ミ
ジ

キ
好
色
デ
シ
給
ケ
ル
。

(打
聞
集
)

・
熊
井
ノ
女
童
部
ノ
事

ハ
、
サ
バ
カ
リ
デ
ワ
タ
ラ
セ
給
ヘ
ト
制

シ
ケ
レ
バ
、
(沙
石
集

・
六

・
一
)

・
殿
上
の
ま
じ
は
り
を
だ
に
き
ら
は
れ
し
人
の
子
で
、
太
政
大

臣
ま
で
成
り
あ
が
ツ
た
る
や
過
分
な
る
ら
ん
。
(覚

一
本
平
家

・

4　



二

・
西
光
被
斬
)

ち
な
み
に
、
格
助
詞

「
に
て
」
の

「
で
」
に
融
合
し
た
早
い
例
と

し

て
は
、
十

一
世
紀
初
頭
の
御
堂
関
白
記
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
か

ら
、
外
形
か
ら
言
え
ば
、
格
助
詞

「
で
」
の
出
現
が
今
の
と
こ
ろ
最

も
早

そ
う
で
あ
る
。

補
助
動
詞
の
共
起
し
な
い
準
助
動
詞

「
で
」
に
対
し
て
、
助
詞
の

介
入
す
る
そ
の
助
詞
介
入
法
や
、
他
の
助
動
詞
を
伴
う

「
で
あ
り
〉

で
あ
る
」
式
の
助
動
詞
仲
介
法
の
例
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
次
に
示
す

よ
う

に
中
世
鎌
倉
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
例
⑬
は
そ
の
助
詞
介
入
法
、

例
⑲
は

「
で
あ
り
〉
で
あ
る
」
式
の
助
動
詞
仲
介
法
の
例
で
あ
る
。

⑬
天
狗
ノ
所
行
デ
ゾ
有
ラ
ム
ト
思
ケ
ル
ポ
ド

ニ
、
(延
慶
本
平

家

・
三
本
)

・
あ
り
が
た
き
御
情
で
こ
そ
あ
れ
、
め
さ
ん
に
ま
い
ら
ね
ば
と

て
、
命
を
う
し
な
は
る
丶
ま
で
は
よ
も
あ
ら
じ
。
(覚

一
本
平

家

・
一
・
祇
王
)

・
左
丘
明
ガ
文
章
デ
コ
ソ
ア
レ
、
司
馬
遷
ガ

一
家
ノ
事
デ

ハ
ア

ラ
バ
ヤ
ヂ
ヤ
ホ
ド
ニ

(史
記
抄

・
呉
大
伯
世
家

・
九
42
ウ
)

・
両
方

ノ
君
ノ
ナ
ニ
ゴ
ト
ノ
使
デ
カ
ア
ル
ラ
ウ
ト
、
心
モ
ト
ナ

ウ
ア
ラ
ウ
ゾ
。

(玉
塵

・
四

・
9
ウ
)

⑲
世
ノ
世
デ
ア
ラ

マ
シ
カ
バ
、
今

ハ
フ
ル
キ
上
達
部

・
近
衛
司
、

ス
キ
ビ
タ
イ
ノ
冠
ニ
テ
ゾ
有

マ
シ
。

(延
慶
本
平
家

・
六
末
)

・
わ
ご
ぜ
は
今
様
は
上
手

で
あ
り
け
る
よ
。

(覚

一
本
平
家

・

一
・
祇
王
)

・
太
子
ト
云
バ
ト
テ
ヲ
サ
ナ
カ
ラ
ウ

ニ
ハ
不
定
ゾ
。
父
ノ
イ
ラ

レ
ウ
ニ
ハ
ヲ
ト
ナ
シ
イ
太
子
デ
ア
ラ
ウ
ゾ
。
(史
記
抄

・
呂
不

韋
列
伝

・
一
一
72
オ
)

・
立
之
ノ
法
眷

二
西
堂
ノ
ア
ッ
タ
ガ
名
誉
ノ
史
学

二
達
シ
タ
人

デ
ア
ツ
タ
ゾ
。
(史
記
抄

・
項
羽
本
紀

・
五
7
オ
)

そ
れ
に
対
し
て
、
「
に
て
あ
り
」
式

の
広
義
終
止
法
に
相
当
す
る

「
で
あ
り
〉
で
あ
る
」
式

の
広
義
終
止
法

の
例
は
、
室
町
期
に
な

っ

て
入
手
で
き
る
。
例
⑳
は
そ
の
接
続
助
詞

に
続
く
も
の
や
、
中
止
法

で
接
続
し
て
い
る
も
の
、
例
⑳
は
終
止
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の

例
で
あ
る
。

⑳
我

ハ
天
帝
之
孫
デ
ア
ル
ヲ
、
牛
郎

二
配
偶
ス
ト
云
ト
テ

(史

記
抄

・
大
宛
列
伝

・
一
六
3
オ
)

・
我
ガ
是
程

二
用

ニ
モ
不
立
シ
テ
散
材
デ
ア
レ
ド
モ
猶
ヲ
モ
是

ヲ
モ
用
イ
ラ
レ
ウ
ト
テ
捜
林
斧
ガ
ア
リ

(四
河
入
海

・
一
・
二

2ー
ウ
)

・
若
衆
デ
ア
リ
、
阮
ガ
愛
ス
ル
心
デ
此
語
ア
リ
ト
、
蒙
求
ノ
談

義

二
人
ノ
イ
ワ
レ
タ
ゾ
。
(玉
塵

・
二

・
55
ウ
)

⑳
サ
ア
ラ
バ
カ

マ
イ
テ
黄
州
ノ
人
ア
レ
ハ
モ
ト
見
タ
シ
東
坡
デ

ア
ル
ナ
ド

・
云
テ
憐
愍
ア
レ

(四
河
入
海

・
一
・
二
28
オ
)

な
お
、
例
⑬
の
助
詞
介
入
法
に
対
し
て
は
、
そ
の
補
助
動
詞

「あ

り
〉
あ
る
」

の
代
わ
り
に
、
「
な
し
〉
な
い
」
を
用
い
て
打
消
を
表
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す
言

い
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
例
が
拾
え
る
の
は
、
室
町
期
以

降

の
よ
う
で
あ
る
。

⑳
母
ヤ
弟

ヲ
モ
欺
デ

ハ
ナ
イ
歟
ゾ

(史
記
抄

・
蘇
秦
列
伝

・
一

〇
77
ウ
)

・
ア
ブ
ラ
ト
云
ヘ
バ
ト
テ
必
燈

ニ
ト
ボ
ス
油
バ
カ
リ
デ
ア
ラ
ウ

デ
モ
ナ
イ
ゾ

(史
記
抄

・
貨
殖
列
伝

・
一
八
48
オ
)

・
サ
ノ
ミ
高
イ
官
デ

ハ
ナ
イ
ゾ
。
(玉
塵

・
一
・
16
オ
)

な
お
、
次
の
よ
う
に

「
で
あ
り
〉
で
あ
る
」
式
の
広
義
終
止
法
の

補
助
動
詞

「
あ
り
〉
あ
る
」
の
位
置
に
、
敬
語
補
助
動
詞
が
来
る
広

義
終
止
法
的
な
例
は
、
鎌
倉
期
か
ら
拾
え
る
。
広
義
終
止
法
の

「
で

あ
り

V
で
あ
る
」
式
の
例
⑳
⑳
は
、
室
町
期
に
な

っ
て
出
現
し
て
い

た
か
ら
、
敬
語
補
助
動
詞
に
よ
る
言
い
方
の
ほ
う
が
出
現
時
期
が
早

い
。

つ
ま
り
、
準
助
動
詞

「
に
て
」
に
敬
語
補
助
動
詞
が
す
ぐ
続
く

広
義
終
止
法
的
な
例
が

「
に
て
あ
り
」
式
の
広
義
終
止
法
よ
り
先
行

し

た
の
と
、
同
じ
先
後
関
係
が
こ
こ
に
も
認
め
ら
れ
る
。

⑳
本

ヨ
リ
志
思
ヒ
奉
ル
者
共
デ
候

ヘ
バ
、
参
候

ワ
ン
ズ
ラ
ム
。

(延
慶
本
平
家

・
二
末
)

五

結

び

断
定
の
意
を
表
す
準
助
動
詞

「
に
て
」

の

「
で
」

へ
の
変
化
は
、

補
助
動
詞
の
共
起
し
な
い
連
用
法
の
準
助
動
詞

「
で
」
に
お
い
て
も

っ

と
も
早
く
、
そ
の
出
現
は
院
政
期
で
あ

っ
た
。
助
詞
介
入
法
や
、

「
で
あ
り
〉
で
あ
る
」
式
の
助
動
詞
仲
介
法
の
例
は
、
鎌
倉
期
か
ら

認
め
ら
れ
た
。
補
助
動
詞
の
共
起
し
な
い
連
用
法
の
準
助
動
詞

「
で
」

が

一
足
早
く
現
れ
、
補
助
動
詞
が
共
起
す

る
場
合
も
、
助
詞
の
介
入

を
助
け
る
助
詞
介
入
法
や
、
後
に
続
く
助
動
詞
の
表
示
を
助
け
る
助

動
詞
仲
介
法
の
例
の
出
現
が
そ
れ
に
次
い
だ
の
で
あ
る
。
補
助
動
詞

「
あ
り
V
あ
る
」
が
準
助
動
詞

「
で
」

の
補
助

に
徹
し
て
、
「
で
」
と

最
も

一
体
化
し
や
す
い
、
「
で
あ
り
V
で
あ
る
」
式
の
広
義
終
止
法

の
例
の
出
現
は
そ
れ
ら
よ
り
遅
れ
、
抄
物
類
に
う
か
が
え
る
室
町
期

の
口
語
に
お
い
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
た
。
準
助
動
詞

「
で
」
と
補

助
動
詞

「あ
り
〉
あ
る
」
の
共
起
に
つ
い
て
も
、
助
詞
の
介
入
を
助

け
た
り
、
後
に
続
く
助
動
詞
の
表
示
を
助

け
た
り
す
る
、
他
の
サ
ー

ビ
ス
を
兼
ね
た
言

い
方
の
ほ
う
が
先
行
し
、
「
で
」
自
体
の
補
助
に

徹
す
る
広
義
終
止
法
の
補
助
動
詞

「
あ
り

〉
あ
る
」
は
、
そ
う
い
う

必
要
度
の
高
い
用
法
の
中
で
、
両
者
の
共
起
性
が
次
第
に
高
ま
る
こ

と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
許
容
さ
れ
、
そ
の
姿
を
現
し
た
と
解
釈
で
き

る
の
で
あ
る
。

断
定

の
意
を
表
す
連
用
法
の
準
助
動
詞

「
に
て
」
に
は
じ
ま
る
、

新
し
い
断
定
の
助
動
詞
の
形
成
を
め
ざ
す
動
き
の
中
で
、
補
助
動
詞

の
相
対
的
な
位
置
関
係
を
中
心
に
探

っ
て
き
た
形
成
過
程
は
、
そ
の

「
に
て
」
が

「
で
」
に
変
化
し
た
形
に
も
同
様

に
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

な
お
、・
室
町
期
に
は
、
「
で
あ
る
」
式
の
助
動
詞
仲
介
法
が
、
「ぢ

6　



や

」

に
変

化

し

た

と

見

ら

れ

る

次

の
よ

う

な

例

が

見

ら
れ

る
か

ら
、

あ

る

い

は
、

「
で

あ

る

〉

で
あ

〉
ぢ

や

〉

だ
」

と

い
う

変

化

に
も

、

あ

る

程

度

、

同

様

の
過

程

が

見

ら

れ

る

の
か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し

、

そ

の
当

否

に

つ
い

て
は

今

後

の
検

討

に
委

ね

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

⑳

庸

人

ト

ハ
通

例

ノ
人

カ

ト

思

タ

レ
バ

天

下

ノ
名

人

ヂ

ヤ

ケ

ル

ヨ
ト

云

ゾ

。

(史

記

抄

・
魯

仲

連

鄒

陽

列

伝

・

一

一
57

オ
)

注
(
1
)
佐
伯
梅
友

「
「
に
あ
り
」
か
ら

「
で
あ
る
」

へ
」

(「
国
語
学
」

二
六
)
。

(
2
)
筆
者

は
、
「

(あ

の
人

に
は
)
左
大
臣

(
道
長
)
方

の
人

が
知
人

に

い
る
と
言

っ
て
」
と

口
語
訳

で
き
る
構
文
と
解
す
る
。

(3
)
山

口
堯

二

「
中
古
語

「
て
」
連
用
句

と
そ

の
周
辺
」

(
『
国
語
論
究

7
中
古
語

の
研

究
』
、
明
治
書
院
、

平
成

=

年
、

『
構
文
史
論
考

』
、

和
泉
書
院
、
平
成

一
二
年
)
。

(
4
)
春

日
和
男

『
存
在
詞

に
関
す
る
研
究

ー

ラ
変
活

用
語

の
展
開

ー

』

(昭
和
四
三
年
、
風
間
童
旦
房
)
中

の

「
指
定
表
現
と
存
在
詞
」

の
章
。

(
5
)
も

っ
と
も
、

こ
れ
ら
以
前

に
も

「
に
て
あ
り
」

の
形

で
他

の
助
動
詞

を
伴
わ
な

い
、
次

の
よ
う
な
例
は
あ
る
が
、
そ

の
時
期
的
な
早
さ
と
、

他

の
見

方
を
許

す
文
脈
か

ら
見

て
、

こ
れ
ら

の
例

の

「
に

て
」

に
は

「
と
し

て
」

の
意
が
強
く
、
か

つ
、
「
あ
り
」
は
補
助
動
詞

で
は
な
く
、

い
る

の
意

の
動
詞
と
解
す
る
。

・
肥
前
国
佐
賀
郡
ノ
大
領
、
佐
賀
君
ト
イ

フ
人
、
阿
含
会

ヲ

マ
ウ
ケ

テ
、
大
安
寺

ノ
僧
、
戒
明
大
法
師
、
筑
紫
国
ノ
師

ニ
テ
ア
ル

ヲ
請

ジ
テ
、

八
十

巻
ノ
花

厳
経

ヲ
講
ズ
ル

ニ
、

(三
宝
絵

・
中
)

・
男
子

一
人
あ
り
し
は
、
法
師

に
な
り

て
、
山

に
、

こ
の
ご
ろ
な
ら

び
な
き
智
者
験
者

に
て
、
法
性
寺

の
別
当

か
け
た
る
僧
都

の
位

に

て
あ
り
。

(夜

の
寝
覚

・
一
)

佐
伯
氏
が

「
に
あ
り
」
と

は
意
味
が
違
う

だ
ろ
う
と
見

て
た

だ

一
つ

あ
げ
ら
れ
た

「
に
て
あ
り
」

の
例

「
左

の
大
殿

が
た
の
人
知

る
す
ぢ

に

て
あ

り
と
て
」

(枕

・
殿

な
ど

の
お

は
し
ま
さ

で
後
)

の
例

も
、

こ
の

類

で
あ

る
。

(
6
)

山
田
孝
雄

『
平
家
物

語

の
語
法
』

(
昭
和

二
九
年
、

宝
文

館
出
版
)

に
詳

し
い
言
及
が
あ

る
。

た
だ
し
、

「
早
人
デ
有

ケ
リ
」

な
ど

の
例

の

「
で
」

に

つ
い
て
も
、
山

田
氏
は
、
も

と
の

「
に
て
」

と
と
も

に
、
助

詞
と
見
な
さ
れ
た
。
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