
「
た
だ
」

の
意
義

分
化

山

ロ

堯

二

一

は
じ
め
に

二

形
容
動
詞
と
副
詞
の
共
通
意
義

二
の
一

直
接
の
意

二
の
二

急
速
の
意

二
の
三

普
通
の
意

二
の
四

無
事
の
意

二
の
五

無
対
処
の
意

二
の
六

無
報
酬
無
料
の
意

三

副
詞
独
自
の
意
義

三
の

一

副
詞
独
自
の
意
義
と
用
法

三
の
二

副
詞
独
自
の
意
義
の
分
化

四

お
わ
り
に

形
容
動
詞

「
た
だ
な
り
」
と
副
詞

「た
だ
」

に
つ
い
て
は
、

意
義

・
用
法
に
お
い
て
共
通
す
る
点
が
多

い
が
、
そ
の
両
品
詞

に
認
め
ら
れ
る
意
義

に
は
、
そ
の
意
義

同
士
の
関
係
な
ど
に
か

な
り
不
明
な
点
が
あ
る
。
形
容
動
詞

「た
だ
な
り
」

に
認
め
ら

れ
る
意
義
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
副
詞

「た
だ
」
に
も
認
め
ら

れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
形
容
動
詞
と
副

詞
の
共
通
意
義

か
ら
、

副
詞
の
独
自
意
義

へ
と
い
う
順
に
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
分
類
し

て
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
各
意
義
の
特
徴
と
そ
の
相
互
関
係

の
把
握
に
努
め
て
、
異
な
る
意
義
同
士

の

つ
な
が
り
を
通
時
的

に
探
り
、
そ
れ
を
通
し
て
意
義

の
分
化
、
お
よ
び
、
意
義
と
品

詞
的
な
機
能
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
。

181「 ただ」の意義分化



一

は
じ
め
に

「
た
だ
」

に
は
古
代
語
以
来
、
「
に
」
や

「な
り
」
を
伴
う
形
容

動
詞

「
た
だ
な
り
」
の
ほ
か
、
そ
の
形

の
ま
ま
副
詞
と
し
て
使
わ
れ

　こ

る
用
法
も
あ
る
。
そ
の
両
者

に
は
、
特

に
意
義

・
用
法
に
お
い
て
共

通
す
る
点
が
多

い
。
そ
の
相
互
関
係
は
、
現
行
辞
典
類
の
記
述

に
よ

っ
て
も
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
が
、
意
義

の
分
類
に
は
辞
典
に
よ

っ

て
揺
れ
も
あ
る
。
分
類
さ
れ
た
意
義
同
士
の
関
係
な
ど
も
、
従
来

の

辞
典

の
記
述
だ
け
で
は
不
明
な
点
が
少
な
く
な

い
。
そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
形
容
動
詞

「た
だ
な
り
」
と
副
詞

「た
だ
」

に
お
け
る
、
異

な
る
意

義
同
士

の
つ
な
が
り
を
探
り
、
そ
れ
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
語

に
お
け

る
意
義

の
分
化
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
と
と
も
に
、
意
義

と
品
詞
的
機
能
と
の
関
連
に
も

一
つ
の
見
通
し
を
付
け
た

い
と
思
う
。

そ
れ
ら
の
意
義

の
多
く
は
、
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
の

で
、
意
義
の
分
化
の
検
討
に
当
た

っ
て
は
、
基
本
的
に
通
史
的
な
立

場

に
立

つ
。
形
容
動
詞
に
つ
い
て
は
、
古
代
語
の
基
本
形

「
た
だ
な

り
」
が
近
現
代
語
で
は

「
た
だ
で
あ
る
〉
た
だ
だ
」
の
形
に
変
化
し

て
い
る
が
、
そ
の
活
用
語
尾
の
変
化
は
特

に
重
視
せ
ず
、
必
要
な
場

合
、
「
た
だ
な
り
V
た
だ
だ
」
の
形
で
そ
の

一
連

の
語
形
を
示
し
、

一
続
き

の
語
と
見
な
す
。
ま
た
、
意
義

に
よ

っ
て
は
名
詞
性

の
高
ま

る
も

の
も
あ
る
が
、
形
容
動
詞
の
語
幹
と
名
詞
と
の
間
に
線
は
引
き

が
た

い
の
で
、
そ
れ
も
形
容
動
詞
の
用
法
に
含
め
て
扱
う
。

論
述

の
都
合

上
、
形
容
動
詞

「
た
だ
な

り
V
た
だ
だ
」
と
副
詞

「
た
だ
」
と
の
意
義

に
つ
い
て
、
最
初
に
全
体

の
見
通
し
を
示
そ
う
。

先
行
辞
典
類
や
注
釈
書
類
を
参
考
に
し

つ
つ
そ
の
用
例
を
収
集
し
、

意
義

・
用
法
を
検
討
し
た
結
果
、
形
容
動

詞

「
た
だ
な
り
〉
た
だ

だ
」
の
意
義
は
、
次
の
①
～
⑥

の
六

つ
に
大
別
し
て
捉
え
る
こ
と
に

す
る
。
各
意
義

に
は
、
以
下
の
論
述
で
端
的

に
そ
の
意
義
を
さ
す
場

合

の
呼
称
を
、
そ
の
最
後

(11
印
の
後
)

に
併
せ
て
示
す

(以
下
、

同
じ
)。

①
動
作

・
作
用
が
そ
の
対
象
や
目
標
を
め
ざ
す
方
法
に
お
い
て
直

接
的
で
あ
る
さ
ま
、
間
接
的
で
な

い
さ
ま
。
じ
か
に
。
ま

っ
す

ぐ
。
11
直
接
。

②
動
作

・
作
用
が
時
間
的
な
効
率
に
お

い
て
急
速
に
進
み
は
か
ど

る
さ
ま
、
猶
予
し
た
り
手
間
ど

っ
た
り
し
な
い
さ
ま
。
急
い
で
。

ど
ん
ど
ん
。
11
急
速
。

③
事
物
や
人
物

の
属
性
や
状
態
が
並
で

一
般
的
で
あ
る
さ
ま
、
特

異
で
な

い
さ
ま
。
普
通
。
平
凡
。

11
普
通
。

④
事
態
の
存
在
や
成
立
が
そ
の
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
ほ
か
に

は
何
も
異
常
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
、
伴
わ
な
い
さ
ま
。
異
常

な
こ
と
が
何
も
な

い
。
平
穏
。
無
事

。
無
実
。
11
無
事
。

⑤
事
態
の
存
在
や
成
立
が
そ
の
こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
ほ

か
に
は
何
も
対
処
し
な
い
さ
ま
。
そ

の
ま
ま
何
も
し
な
い
。
11

無
対
処
。

2　　



⑥
労
働
や
物
品
の
譲
渡
に
、
そ
の
報
酬
や
代
価
が
何
も
伴
わ
な
い

さ
ま
。
無
報
酬
。
無
料
。
"
無
報
酬
無
料
。

形
容
動
詞
に
認
め
ら
れ
る
こ
の
六

つ
の
意
義
は
、
多
か
れ
少
な
か

れ
副
詞

「た
だ
」

に
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
副
詞
に
は
こ

の
ほ
か
、
副
詞
に
の
み
認
め
ら
れ
る
意
義
が
あ
る
。
そ
の
意
義

は
、
次
の
⑦
～
⑩

の
四

つ
に
大
別
し
て
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

⑦
空
間
や
時
間
の
あ
り
よ
う
の
中

で
、
現
に
直
面
す
る
至
近
の
時

空

を
限
定
し
強
調
す
る
。
ち
ょ
う
ど
。

つ
い
。
た
つ
た
。
H
至

近
時
空
強
調
。

⑧
極

め
て
少
な
い
数
量
を
限
定
し
強
調
す
る
。
た

っ
た
。
11
極
少

数
量
強
調
。

⑨
事
柄

一
般
を
限
定
対
象
と
し
て
何
か
を
限
定
し
、
そ
の
存
在

・

状
態

・
成
立
な
ど
を
強
調
す
る
。
た
ん
に
。
た
だ
た
だ
。
ひ
た

す

ら
。
11
事
柄
限
定
強
調
。

⑩
事
柄
同
士
に
お
け
る
高
度
な
類
似
や

一
致
を
強
調
す
る
。
あ
た

か
も
。
ま
る
で
。
11
類
似
性
強
調
。

以
下
、
こ
の
両
品
詞

の
相
互
関
係
を
重
視
す
る
意
味
で
、
両
者
に

共
通
す

る
意
義
と
副
詞
独
自
の
意
義
と
を
区
別
し
、
共
通
す
る
意
義

の
ほ
う

か
ら
順
次
検
討
し
て
い
く
。

二

形
容
動
詞
と
副
詞

の
共
通
意
義

形
容
動
詞

「た
だ
な
り
V
た
だ
だ
」
と
副
詞

「た
だ
」

の
両
品
詞

に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
意
義
に
は
、
①
直
接
、
②
急
速
、
③
普
通
、

④
無
事
、
⑤
無
対
処
、
⑥
無
報
酬
無
料
の
六
義
が
あ
る
。
こ
の
順
に

各
意
義

の
例
を
取
り
上
げ
、
他
の
意
義

と
の
相
関
性
や
そ
の
意
義

の

分
化

に
つ
い
て
も
考
察
を
試
み
る
。

二
の

一

直
接
の
意

ま
ず
、
①
直
接
の
意
は
対
象
や
目
標
を

め
ざ
す
動
作

・
作
用
の
方

法
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
方
法
が
直
接
的
な
の

で
あ
る
。
よ

っ
て
、
両
品
詞
と
も
動
作

・
作
用
を
表
す
動
詞
と
共
起

す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
例
は
古
代
語
、
特
に
上
代
語
に
偏

っ
て
認

め
ら
れ
る
。

形
容
動
詞
で
は
連
用
形
の

「
た
だ
に
」
が
お
も
に
用
い
ら
れ
、
補

助
動
詞

「
あ
り
」
と
融
合
し
た

「
た
だ
な
り
」
式

の
形
の
ほ
う
は
、

意
味
的
に
動
作

・
作
用
の
意
も
含
意
し
て
用

い
ら
れ
る
。
こ
の
意

の

場
合
、
形
容
動
詞
の
例
は
、
対
象
と
の
空
間
的
な
結
び

つ
き
や
接
触

を
表
す
動
詞

「向
か
ふ
」
「見
渡
す
」
「逢

ふ
」
、
目
標

へ
の
空
間
的

な
移
動
を
表
す

「行
く
」
「帰
る
」
な
ど

の
移
動
動
詞
な
ど
と
共
起

し
、
副
詞

の
例
は
、
動
詞

「射
す
」
や
移
動
動
詞
と
共
起
し
て
い
る
。

形
容
動
詞

に
は
、
ま
ず

「
た
だ
に
」

の
形
で
動
詞

「向

か
ふ
」

「見
渡
す
」
と
共
起
す
る
、
次
の
例
が
あ

る
。

ω
尾
張

に
た
だ
に
向
か

へ
る

〈多
陀
迩

牟
迦
幣
流
〉
尾
津
の
埼
な

る

一
つ
松
あ
せ
を

(古
事
記

・
景
行

・
歌
謡
二
九
)

た
だ

い

②
布
留
山
ゆ
直
に
見
渡
す

〈直
見
渡
〉
都
に
そ
寝
も
ね
ず
恋
ふ
る

化分義意S旭暁齠



遠

か
ら
な
く
に

(万
葉

・
九

・
一
七
八
八
)

例
ω

の

「
た
だ

に
」
は
、
「
ま
と
も

に
」

(大
系
)、
「ま

っ
す
ぐ

に
」

(古
代
歌
謡
全
注
釈
)
と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
直
線
的
な
方
向
と

し
て
も
、
「直
接
に
」

(古
典
集
成
)

の
訳
の
よ
う
に
空
間
的
な
つ
な

が
り
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
方
向
的
に
は
斜
め
な
ど
に

対
す
る
真
向
か
い
の
向
き
合

い
方
を
さ
し
、
空
間
的
な

つ
な
が
り
と

し
て
は
問
に
遮
る
も
の
の
な
い
向
き
合

い
方
を
さ
す
と
見
て
よ
い
。

例
②

は

「布
留
山
」
か
ら
の

「都
」

に
対
す
る
眺
望
の
よ
さ
を
表

す

の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「見
渡
す
」
自
体

は
動
作
を
表
す
語
だ

が
、
こ

こ
で
は

「布
留
山
ゆ
直
に
見
渡
す
」
と
い
う
、
「都
」
の
連

体
修
飾

語
に
な

っ
て
い
る
文
脈
上
、
個
別

の
動
作
よ
り
、

い
つ
で
も

見
渡
せ

る
と
い
う
可
能
的
な
意
味
が
濃
い
の
で
、
「直

に
見
渡
す
」

で
む
し

ろ
眺
望

の
よ
さ
を
表
す
言
い
方
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

「
た
だ

に
」
も
、
直
線
的
な
方
向
と
視
線
を
遮
る
も
の
が
な

い
空
間

的
な

つ
な
が
り
と
の
、
両
方

に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

こ

れ
ら

の
動
詞

「向
か
ふ
」
「見
渡
す
」
に
お
け
る
対
象

へ
の
働

き
は
、

と
も

に
視
線
の
作
用
に
よ
る
点

で
共
通
し
て
い
る
。

動
詞

「逢
ふ
」
は
、
当
事
者

の

一
方
、
ま
た
は
、
双
方
が
移
動
し

て
、
両
者
が
接
触
し
た
り
対
面
し
た
り
す
る
結
果
を
表
す
語
で
あ
る
。

い
は

㈹
白

栲

の
あ
が
衣
手
を
取
持
ち
て
斎

へ
我
が
背
子
た
だ

に
逢
ふ

〈
多
太
尓
安
布
〉
ま
で
に

(万
葉

・
十
五

・
三
七
七
八
)

・
よ

し
ゑ
や
し
た
だ
な
ら
ず

と
も

〈雖
レ
不
レ
直
〉
ぬ
え
鳥

の
う

な

を

ら
嘆
け
居
り
と
告
げ
む
子
も
が
も

(
万
葉

・
十

・
二
〇
三

1
)

第

一
例
は
、
動
詞

「逢
ふ
」
と
共
起
し
て
そ
の
接
触

・
対
面
の
し

た
が
直
接
的

で
あ
る
さ
ま
を
表

す
。
こ

の

「た
だ

に
」
は

「
じ
か

に
」
と
言

い
換
え
ら
れ
る
。
第
二
例
の

「
た
だ
な
り
」
式

の
形
も
恋

人
と
直
接
に
顔
を
合
わ
せ
る
意
味
に
解
釈

さ
れ
る
。
恋
人
と
の
逢
い

方
を
暗
に
主
語
と
す
る
言

い
方
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

古
代

の
相
聞
歌
で
は
、
直
接
逢
え
な

い
場
合
の

「夢

の
逢

ひ
」

(万
葉

・
四

・
七
四

一
)
や

「心
の
み
妹

が
り
遣
り
て
」

(万
葉

・

十
四

・
三
五
三
八
)
な
ど
の
言
い
方
に
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
魂
や

心
だ
け
が
身
体
か
ら
離
れ
て
相
手
に
逢
う

の
も

一
つ
の
逢

い
方
と
考

え
ら
れ
て

い
た
。
ま
た
、
中
古

に
は

「物

越
し
に
逢

ひ
に
け
り
」

(伊
勢

・
九
五
)
と
か
、
「逢

ひ
て
も
逢
は

で
明
か
す
も

の
と
は
」

(和
泉
式
部
日
記
)
な
ど
と
い
う
表
現
も
あ
る
か
ら
、
恋
人
な
ど
と

実
際
に
接
触

・
対
面
す
る
し
か
た
に
も
、

な
お
間
接
的
で
不
満
の
残

る
場
合
が
あ

っ
た
と
想
像
で
き
る
。
上
代

の
和
歌

・
歌
謡
に
出
て
く

る

「た
だ
に
逢
ふ
」
も
、
魂
や
心
だ
け
の
逢

い
方
と
か
不
満
の
残
る

間
接
的
な
逢

い
方

に
対
し
て
、
よ
り
親
密

で
直
接
的
な
逢

い
方
を
言

う

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
「逢
ふ
」
と
共
起
す
る
場
合

の

直
接
の
意
に
は
、
空
間
的
な
意
味

に
加
え

て
、
心
理
的
な
満
足
度
も

そ
の
直
接
さ
に
関
わ
り
え
た
可
能
性
が
あ

る
。

次
に
、
目
標
地
点

へ
の
移
動
を
表
す
動
詞

「行
く
」
「帰
る
」
な

ど
の
移
動
動
詞
や
そ
の
敬
語
形
と
共
起
す

る
例

の

一
斑
を
示
す
。

40
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ω
遂

に
辱

め
ら
れ
た

る
を

以
て
恨

し
と

し

て
、
則

ち
た
だ

に

わ
だ
つ
み
の
く
に

海

郷
に
帰
る

〈径
帰
二
海
郷

一〉
。

(神
代
紀
下

.
第
十
段

一
書

第

一
・
訓
)

こ

せ

ぢ

い
わ

せ

・
た

だ
に
行
か
ず

〈直
不
レ往
〉
こ
ゆ
巨
勢
道
か
ら
石
瀬
踏
み
求

め

そ
我
が
来
し
恋

ひ
て
す

べ
な
み

(万
葉

・
十
三

・
三
三
二

o
　

た
だ

・
爰

に
西

の
風
に
随
ひ
て
、
直
に
筑
紫
に
来
る

〈
直
来
二筑
紫
一〉。

(霊
異
記

・
上

・
一
七
)

こ

れ
ら
の
例
の

「た
だ
に
」
は

「ま

っ
す
ぐ

(に
)
」
と
言

い
換

え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
念

の
た
め
言
え
ば
、

必
ず
し
も
幾
何
学
的
な
直
線
方
向
に
移
動
す
る
さ
ま
で
は
な
く
、
回

り
道
な
ど
を
し
な
い
で
そ
の
目
標
地
点
を
直
接
に
め
ざ
す
さ
ま
を
い

う
も

の
で
あ
ろ
う
。
島
国
の
日
本
で
は
陸
上
の
道
に
も
物
理
的
な
曲

折
が
多

く
、
海

に
も
潮
流
が
あ
る
。
目
標
地
点

へ
の
空
間
的
な
移
動

は
、
直

線
方
向

の
動
き
だ
け
で
は

一
般
に
す
ま
な
い
。
そ
の
意
味

で

「
ま

っ
す
ぐ

(に
)
」
の
訳
語
も
、
直
線
的
な
意
味
と
と
も
に
、
移

動
す
る
主
体
が
目
標
地
点
を
直
接
に
め
ざ
す
、
そ
の
心
理
的
意
味
も

か
ね
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
右

の
第
二
例

の

「
た
だ
に
行
か
ず
」
、
の

よ
う
に
打
消
と
共
起
す
る
言

い
方
が
、
人
目
を
避
け
る
な
ど
の
理
由

で
、
通
常
人
々
の
用
い
る

一
般
的
な
道
で
は
な
く
、
特

に
回
り
道
を

す
る
特
殊
な
道
に
よ
る
移
動
法
を
さ
す
こ
と
に
な
る
の
も
そ
の
た
め

で
あ
る
。

上
代
に
は
目
標
地
点

へ
移
動
す
る
道

の
存
在
や
そ
の
教
示
に
つ
い

て
用

い
ら
れ
た
例
も
あ
る
。

た
だ

㈲
春
霞
井
の
上
ゆ
直

に
道
は
あ
れ
ど

〈直
尓
道
者
雖
レ有
〉
君
に

逢
は
む
と
た
も
と
ほ
り
来
も

(万
葉

・
七

・
一
二
五
六
)

ひ
と
り

を

と

め

⑥
か
れ
、
大
坂
の
山
の
口
に
到
り
幸
し

し
時

に
、

一
の
女
人
に

ま
を

つ
は
も
の

遇
ひ
た
ま
ひ
き
。
そ
の
女
人
の
白
し
し
く
、
「
兵
を
持
て
る
人

さ
ば

こ

た

ぎ

ま

ち

等
、
多

に
茲
の
山
を
塞

へ
た
り
。
当

岐
麻
道
よ
り
廻
り
て
越
え

い
で
ま

幸

す

べ
し

」

し

か

し

て

、

天

皇

の
歌

ひ

た

ま

ひ

し

く

、

を

と

め

の

大
坂
に
遇
ふ
や
嬢
子
を
道
問

へ
ば
た
だ
に
は
告
ら
ず

〈多

た

ぎ

ま

ち

陀
迩
波
能
良
受
〉
当
岐
麻
道
を
告
る

(古
事
記

・
下

・
履

中

・
歌
謡
七
七
)

例
⑤
で
は

「
た
だ
に
」
を
含
む
句
に
対

し
て
、
後
句
に
わ
ざ
と
回

り
道
を
し
て
き
た
こ
と
を

い
う
。
例
⑥
の

「
た
だ
に
は
告
ら
ず
」
は
、

「
大
坂
」
か
ら
二
上
山
北
麓
を
大
和

へ
直
行
す
る
道
は
教
え
な
い
で
、

南
麓
を
迂
回
し
て
当
麻
に
至
る

「当
岐
麻
道
」
を
教
え
た
こ
と
を
さ

す
。
な
お
、
「た
だ

に
は
告
ら
ず
」
で
否
定

さ
れ
て
い
る
二
上
山
北

麓
を
越
え
る
道
は
、
相
対
的
に
近
道
と
も
言
え
る
が
、
通
常
用
い
ら

れ
な
い
抜
け
道
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
そ

れ
が

一
般
的
な
通
常

の
道

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
た
だ
に
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
目
標
地
点
に
直
行
す
る
空
間
的
な
移
動
の
方
法
を
さ

す
例

の
場
合
、
そ
の
移
動
は
い
ず
れ
も
通
常

一
般

に
用
い
ら
れ
る
普

通
の
道

に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
回
り
道
を
す
る
場
合
と
の
関
係
で
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見
れ
ば

、
そ
の
直
接
的
な
移
動
に
は
、
動
作

・
作
用
の
時
間
的
効
率

の
よ
さ
も
お
の
ず
か
ら
含
意
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
直
接
の
意
は
そ
の
点

で
後
述
す
る
②
急
速
の
意
と
も
両
立
し
や
す
い
。

な

お
、
移
動
を
表
す
動
詞
と
共
起
す
る
例
に
は
、
目
標
地
点

へ
の

直
行
以
外
の
意
味
が
文
脈
上
う
か
が
え
る
例
も
あ
る
。

か
へ
り
こ
と
ま
を

ω

こ
こ
を
も
ち
て
、
速
総
別

の
王
、

復

奏
さ
ざ
り
き
。
し
か
し

た
だ

い
で
ま

て
、
天
皇
、
女
鳥
の
王
の
坐
す
と
こ
ろ
に
直

に
幸
し
て
、
そ
の

し
き
み

殿
戸
の
閾

の
上
に
坐
し
き
。

(古
事
記

・
下

・
仁
徳
)

こ

の
例
の

「
た
だ
に
」
に
は
、
天
皇
か
ら
仲
人
を
依
頼
さ
れ
た
速

総
別
王
が
復
命
を
し
な
か

っ
た
と

い
う
、
前
文
の
状
況
に
照
ら
し
て
、

「仲
人

を
介
さ
ず
直
接

に
、
の
意
」

(古
典
集
成
)
も
認
め
ら
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
「仲
人
を
介
さ
ず
」
と

い
う

の
は
、
そ
の
文
脈

か

ら
わ

か
る
意
味

で
あ

っ
て
、
こ
の
例

の

「た
だ
に
」
に
語
義
と
し
て

認
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
注
釈
書

の
語
注
に
、
語
義
と

文
脈
上
明
ら
か
に
な
る
意
味
を

一
々
区
別
す
る
義
務
は
な

い
だ
ろ
う

が
、
語

の
意
義
を
対
象
と
す
る
本
稿

で
は
、
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
語
義
と
し
て
は
こ
の

「た
だ

に
」
も
敬
語
の
移
動
動
詞
と
共

起
し

て
目
標
地
点

へ
直
行
す
る
さ
ま
を
表
す

一
例

で
あ
り
、
そ
れ
以

外

の
意
味
で
の
直
接
さ
を
表
す
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

副
詞

「
た
だ
」
に
も
、
上
代
に
は
次
の
よ
う
に
直
接
の
意

の
認
め

　　
　

ら
れ

る
例
が
あ
る
。

か
ら
く
に

み

さ
き

ま

ぎ

㈲

こ
こ
は
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙

の
御
前
に
真
来
通
り
て
、
朝
日
の

た
だ
射
す

〈直
刺
〉
国
、
夕
日
の
日
照

る
国
ぞ
。

(古
事
記

・

上
)

し

を

ぢ

⑨
志
雄
道
か
ら
た
だ
越
え
来
れ
ば

〈多

太
古
要
久
礼
婆
〉
羽
咋
の

海
朝
な
ぎ
し
た
り
舟
梶
も
が
も

(万
葉

・
十
七

・
四
〇
二
五
)

動
詞

「射
す
」
と
共
起
し
て
い
る
例
㈹

は
、
直
線
的
な
方
向
と
し

て
も
、
間
に
遮
る
も
の
の
な
い
空
間
的
な

つ
な
が
り
と
し
て
も
理
解

で
き
る
も
の
で
あ
り
、
形
容
動
詞
の
例
ω
②
な
ど
に
近

い
。
例
⑨
は

移
動
に
関
す
る
動
詞
と
共
起
し
て
い
る
の
で
、
形
容
動
詞
の
例
ω
に

近
い
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
名
詞
を
後
項
と
す
る
複
合
語

の
前
項

に
位
置
す
る

「
た

だ
」
は
、
形
容
動
詞

「
た
だ
な
り
」

の
語

幹
と
見
て
よ
い
が
、
そ
の

う
ち
、
「直
目
に
君
を
見
て
ば
こ
そ
」
(万
葉

・
十
二

・
二
九
七
九
)

な
ど
の

「
た
だ
め

(直
目
)」
、
「
乱
れ
て
思

ふ
君
が
た
だ
か
そ
」
(万

葉

・
四

・
六
九
七
)
な
ど
の

「た
だ
か
」、

「直
道
か
ら
我
は
来

つ
れ

ど
夜
そ
ふ
け
に
け
る
」

(万
葉

・
十

一
・
二
六

一
八
)
な
ど
の

「
た

だ
ち

(直
道
)」
な
ど
の

「
た
だ
」
は
、
こ

の
直
接

の
意

に
よ
る
も

の
と
見
て
よ
い
。

①
直
接

の
意
は
、
以
上
の
よ
う
に
対
象
と
の
向
き
合
い
方
、
眺
望

の
効
き
方
、
人
と
の
逢

い
方
、
目
標
地
点

へ
の
移
動
法
な
ど
、
す
べ

て
動
作

・
作
用
の
方
法

に
関
す
る
直
接
さ

で
あ
り
、
そ
の
対
象
や
目

標
を
め
ざ
す
方
法
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
方

法
の
直
接
さ
を
表
す
直
接
の
意
の
例
は
上
代
に
偏
り
、
中
古
以
降
、

6　　



明
ら

か
な
例
は
乏
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
、
②
急
速
以
下

の
意
義

と
の
相
関
性
と
を
考
え
れ
ば
、

こ
れ
が
形
容
動
詞

「
た
だ
な

り
」

の
原
義
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
意

の
副
詞

「た
だ
」

の
用
法

も
、
「
た
だ
な
り
」
の
連
用
法
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ

う
。そ

の
方
法
の
直
接
さ
に
は
、
間
接
的
な
方
法
と
対
立
す
る
意
味
傾

向
も
全

体
に
め
だ

っ
て
い
た
。
し
か
も
、
間
接
的
な
方
法
と
対
比
す

れ
ば
、
斜
め
な
ど
に
対
す
る
真
向

か
い
、
障
害
物
の
介
在
す
る
視
界

に
対
す
る
遮
る
も
の
の
な
い
眺
め
、
恋
人
な
ど
と
の
不
満
の
残
る
間

接
的
な
逢

い
方
に
対
す
る
直
接
的
な
接
触

・
対
面
法
、
回
り
道
を
す

る
行
き
方

に
対
す
る
目
標
地
点

へ
直
行
す
る
移
動
法
な
ど
、

い
ず
れ

に
お

い
て
も
そ
の
方
法
は
、
通
常
求
め
ら
れ
る
基
本
的

一
般
的
な
方

法
に
当

た
る
も
の
で
あ

っ
た
。
打
消
と
共
起
す
る
、
例
㈹

の
第
二
例
、

例
ω
の
第

二
例
、
例
⑥
な
ど
が
さ
す
こ
と
に
な
る
間
接
的
な
方
法

の

ほ
う
が
、
何

か
止
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
る
、
臨
時
的
で
特
殊
な
方

法
な
の
で
あ

っ
た
。

従
来

の
辞
典
類
で
は
、
辞
典
と
い
う
制
約

に
も
よ
る
だ
ろ
う
が
、

こ
の
直
接

の
意
に
つ
い
て
は
、
そ
の

「直
接
」
も
含
め
て
、
た

い
て

い

「ま

っ
す
ぐ
」
や

「
じ
か
に
」
と
い
う
訳
語

へ
の
言

い
換
え
が
、

個
別
に
、
ま
た
は
併
せ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
だ
け
で
あ

っ
た
。
そ
の

た
め
、

「ま

っ
す
ぐ
」
と
、
「じ
か
に
」
が
、
ど
う
関
係
す
る
の
か
も
、

概
し
て
曖
昧

で
あ

っ
た
。
後
に
述

べ
る
③
普
通
の
意
と
ど
う

つ
な
が

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
わ
か
り
に
く
か

っ
た
。
そ
の
意

味

で
、
直
接

の
意
が
認
め
ら
れ
る
動
作

・
作
用
の
、
対
象
や
目
標
を

め
ざ
す
方
法
が
、
基
本
的

一
般
的
な
方
法

に
こ
そ
当
た
る
と
い
う
点

は
、
③
普
通
の
意

の
分
化
を
考
え
る
上
で
、
見
過
ご
せ
な
い

一
面
と

言
え
よ
う
。

ち
な
み
に
、
直
接
の
意
に
よ
る
用
法
が
中
古
以
降
、
俄

に
衰
退
し

た
の
は
、
そ
の
頃
か
ら

「
す
ぐ
」
を
核
と
す
る
形
容
動
詞
が
、
よ
り

明
示
的
に
同
様

の
意
を
表
せ
る
よ
う
に
な

り
、
交
替
し
て
い
っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
。
少
し
遅
れ
て
、
語
幹
相
当

の

「た
だ
」
と
の
複
合
語

「
た
だ
ち

(直
道
)」
か
ら
で
き
た

「
た
だ
ち
に

(直

に
)」
も
、
中

世
鎌
倉
期

に
は
、
「じ
か
に
」
な
ど
の
意

に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
外
、
中
世
以
降
、
漢
字

「直
」

の
音
読

に
よ
る
漢
語

「ぢ
き
」
を

核
と
し
て
で
き
た

「ぢ

き
に
〉
じ
き
に
」

「ぢ
き
の
V
じ
き
の
」
や
、

副
詞

「ぢ
き
V
じ
き
」
も
登
場
し
て
、
同
様

の
意
を
分
担
す
る
よ
う

に
な
る
。
近
世
以
降

の

「じ
か
に
」
は
、

そ
の

「じ
き
に
」
か
ら
転

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
の
二

急
速

の
意

次
に
、
②
急
速
の
意
は
、
動
作

・
作
用
が
時
間
的
な
効
率
を
中
心

と
し
て
急
速
に
進
捗
す
る
さ
ま
、
猶
予
し
た
り
手
間
ど

っ
た
り
し
な

い
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
意
も
早
く
か
ら
あ

る
が
、
中
世
頃
ま
で
が
中

心
で
あ
り
、
近
代
語
で
は
廃
れ
て
い
る
。
①
直
接

の
意
が
認
め
ら
れ

る
場
合
に
も
、
目
標
地
点

へ
の
移
動
法
な
ど
に
は
、
お
の
ず
か
ら
急
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速
な
さ
ま
も
伴
う
は
ず
で
あ
る
。

次

に
示
す
例
は
移
動
性
を
含
む
動
詞
と
共
起
し
て
い
る
が
、
こ
れ

に
は
急

速
の
意
が
特
に
め
だ
つ
。

う

む
が

つ
き

こ
う

と
き
み
ざ
か
り

せ
ま

⑩
時

に
孕
月
已
に
満
ち
て
、
産
む
期

方

に
急
り

ぬ
。
此

に
由
り

い

ま

て
、
葺
き
合
ふ
る
を
待
た
ず
し
て
、
た
だ
に
入
り
居
す

〈径
入

居
焉
〉
。
(神
代
紀
下

・
第
十

・
一
書
第
三

・
訓
)

こ

の
例
は
出
産
が
迫
る
状
況
で
急

い
で
産
屋
に
入
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
産
屋
を
葺
き
終
え
る
の
を
待

つ
時
間
的
余
裕

の
な

い
状
況

で
、
猶
予
す
る
こ
と
な
く
、
急
い
で
産
屋
に
入

っ
た
こ
と
を

い
う
と

解
し

て
よ
か
ろ
う
。
並
列
さ
れ
た

「葺
き
合
ふ
る
を
待
た
ず
し
て
」

と

「
た
だ
に
」
は
対
等
の
関
係
に
あ
る
が
、
意
味
上
前
者
が
後
者

の

理
由

に
な

っ
て
お
り
、
産
屋
を
葺
き
終
え
る
ま
で
待

つ
余
裕
が
な
い

の
で
、
産
屋
に

「入
る
」
動
作
が
急

い
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
急

速
の
意
が
め
だ

つ
。

次

に
取
り
上
げ
る
例
は
、
対
象
を
表
現
す
る
意
の
動
詞

「言
ふ
」

と
共
起

し
て
い
る
。

⑳
恋

し
と
は
た
が
な
づ
け
け
ん
事
な
ら
ん
死
ぬ
と
そ
た
ゴ
に
い
ふ

べ
か
り
け
る

(古
今

・
恋
四
)

こ
こ

で
動
詞

「
い
ふ
」
の
指
示
対
象

に
な

っ
て
い
る
の
は
、
死
ぬ

ほ
ど

つ
ら
い
恋
し
さ
で
あ
る
。
「
た
だ
に
」
は
そ
の
苦
し
さ
の
訴
え

方

に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
恋
し
い
な
ど
と
回
り
く
ど

い
言

い

方
を
す

る
よ
り
、
も

っ
と
端
的
に
、
も
う
死
に
ま
す
と
訴
え
る
ほ
う

が
よ
い
。
そ
の
ほ
う
が
は
る
か
に
効
率
が

よ
い
と
い
う
思

い
を
詠
ん

で
い
る
。
「言
ふ
」
は
聞
き
手
の
理
解
を
前

提
と
す
る
動
作

で
あ
る

か
ら
、
そ
の
理
解
さ
れ
る
早
さ
も
含
め
て

「
た
だ
に
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

急
速
の
意
は
、
形
容
動
詞
の
意
義
と
し
て
は
、
従
来
の
辞
典
類
に

注
意
さ
れ
て
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

目
標
地
点

へ
の
移
動
法
を

表
す
例
な
ど
で

「
ま

っ
す
ぐ
に
」
の
訳
語

を
示
せ
ば
、
急
速

の
意
も

す
で
に
述
べ
た
直
接
の
意
と
両
立
し
て
半
ば
は
含
ま
れ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
用
言

に
続
く
副
詞

の

「た
だ
」

に
は
、
急
速

の
意
の
め

だ
つ
例
が
多

い
。
た
だ
し
、
そ
れ
と
共
起

す
る
言
い
方
は
限
ら
れ
て

い
る
。
次
に
そ
の

一
斑
を
示
す
よ
う
に
、
動
詞
連
用
形
や
稀
に
形
容

詞
語
幹
と
熟
す
よ
う
に
用

い
ら
れ
、
格
助
詞

「
に
」
を
挟
ん
で
同
じ

　ヨ
　

動
詞

・
形
容
詞
が
反
復
さ
れ
る
形
式
に
限

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
ゆ

ま
ち

た
だ

⑫

駅

路

に
引

き
舟

渡

し

直

乗

り

に
妹

は

心

に

乗

り

に

け

る

か

も

(万

葉

・
十

一

・
二

七

四

九

)

・
や

ま

ひ

つ
き

て
、

た

ゴ
よ

は

り

に

よ

は

り

ぬ

。

(宇

津

保

・
菊

の
宴

)

・
此

ノ

男

ノ

居

タ

ル
菴

ノ
方

様

二
只

来

二
来

ル
也

ケ

リ

。

(今

昔

・
二
十

七

・
三

十

六

)

・

「
京

ノ
方

ヨ
リ

火

ノ

ヲ

・
ク

ミ

へ
候

」

......
r
タ

で
ヲ

ホ

ニ
ヲ

ホ

ク

ナ

リ

候

テ
、

宇

治

ノ

方

ヘ

モ

フ

デ

キ

候

」

(
愚

管

抄

・

　0
0

　



四
)

急

速
の
意
は
、
形
容
動
詞
と
し
て
は
目
標
地
点

へ
の
移
動
法
を
表

す
例

な
ど
に
お
い
て
直
接
の
意
と
も
両
立
し
や
す
い
。
し
か
し
、
副

詞
と
し
て
は
右

の
第

二

・
四
例

の
よ
う

に
、
こ
れ
と
い
う
対
象
や
目

標
を
特

に
も
た
な
い
動
作
や
作
用
に
つ
い
て
も
、
ひ
た
す
ら
に
進
行

し
進
捗
す
る
よ
う
な
さ
ま
を
表
す
の
に
用

い
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、

①
直
接

の
意
と
は
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

急
速

の
意
は
、
動
作

・
作
用
が
時
間
的
な
効
率
に
お
い
て
急
速

に

進
み
は
か
ど
る
さ
ま
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
猶
予
し
た

り
手
間
ど

っ
た
り
し
な
い
さ
ま
で
も
あ
る
。
対
義
的
な
そ
の
対
立
項

を
否
定
す
る
含
意
は
、

こ
の
意
義

に
も
め
だ

つ
と
見
て
よ
い
。
②
急

速
の
意
は
目
標
地
点

へ
の
移
動
法
を
表
す
例
な
ど
の
場
合
、
①
直
接

の
意

と
も
両
立
し
や
す
い
こ
と
を
接
点
と
し
て
、
空
間
軸
を
中
心
と

す
る
場
合
の
①
直
接
の
意

に
伴
う
効
率
性
を
、
時
間
軸
を
中
心
と
す

る
見
方
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
分
化
し
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

二
の
三

普
通

の
意

③

普
通
の
意
は
、
事
物
や
人
物
の
属
性
や
状
態
が
、
並
で

一
般
的

で
あ
る
さ
ま
、
特
異
で
な
い
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
意
は
古
代
語
か
ら

あ

っ
て
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

普

通
の
意
が
認
め
ら
れ
る
例

は
、
次

に
そ
の

一
斑
を
示
す
よ
う
に
、

「
た
だ
に
」

の
形
や

「た
だ
な
り
」
式

の
形

で
現
れ
る
ほ
か
、
「た

だ
の
」
の
形
で
連
体
修
飾
語

に
も
な
る
。

⑬
ま
だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
穿
に
お

は
し
け
る
時
と
や
。
(伊

勢

・
六
)

・
木
の
か
は

・
こ
け
の
衣
を
き
て
、

い
ふ
ば
か
り
な
き
も
の
か
ら
、

た
ゴ
の
人

に
見
え
ず
。

(宇
津
保

・
吹
上

・
下
)

qの
た
だ
あ
る
に
従

ひ
て
、
た
ゴ
な
る
絹
、
綾
な
ど
取
り
具
し
た
ま

ふ
。
(源
氏

・
宿
木
)

・
女
房
、
こ
の
枕
た
ゴ
に
は
あ
ら
じ
と
て
、
と
か
く
し
て
此
歌
を

求
出
さ
れ
た
り
け
る
。

(古
今
著
聞
集

・
五

・
一
九
六
)

・
わ
た
し
は
唯

の
体

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
将
の
胤
を
宿
し

て
ゐ
る
の
で
す
。
(芥
川
龍
之
介

・
二
人
小
町
)

⑮
さ
る
ま
じ
き
人
だ
に
ぞ
来
と
ぶ
ら
ふ
め
る
と
み
る
心
地
そ
そ
ひ

て
た
ゴ
な
ら
ざ
り
け
る
。
(蜻
蛉

・
下

・
天
延
二
年
八
月
)

・
松
山
に
波
た
か
し
と
は
見
て
し
か
ど
け
ふ
の
な
が
め
は
た
ゴ
な

ら
ぬ
か
な

(和
泉
式
部
日
記
)

・
大
納
言
の
、
た
ゴ
な
ら
ず
乱
る
〉
気
色
を
心
え
て
、
げ
に
苦
し

か
り
け
む
。

(夜
の
寝
覚

・
二
)

例
qの
の
第
二
例
は
、
男
か
ら
贈
ら
れ
た
枕
に
不
審
を
抱
い
て
、
中

に
隠
し
て
入
れ
ら
れ
て
い
た
和
歌
を
見

つ
け
た
と
い
う
も
の
。
例
⑮

の

「
た
だ
な
り
」
式
の
形
は
種
々
の
事
柄

の
状
態
に
つ
い
て
用

い
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
例

の

「な
が
め
」

に
は
、
人
物
の
物
思
い
の

さ
ま
と
長
雨
と
い
う
自
然
現
象
の
状
態
が

掛
け
て
あ
る
。
「
た
だ
な

り
」
式
の
言

い
方
に
は
打
消
と
共
起
し
て
そ
の
状
態
が
普
通
で
な

い

化分義意S渇陵　　　



意
味

で
、
特
異
さ
を
暗
示
し
強
調
す
る
用
法
が
め
だ

つ
。

な
お
、
「
た
だ
」
を
前
項
と
す
る
複
合
語
の
う
ち
、
「た
だ
び
と
」

「
た

だ
も

の
」
「
た
だ
ご

と
」
な
ど

の

「た

だ
」
は
、
形

容
動

詞

「
た
だ
な
り
」
の
語
幹

「
た
だ
」
が
普
通
の
意
で
用
い
ら
れ
た
も
の

と
見

て
よ
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
複
合
語

に
も
、
打
消
と
共
起
し
て
、

そ
の
特
異
さ
を
暗
示
し
強
調
す
る
用
法
が
め
だ

つ
。

副

詞

「た
だ
」

に
は
、
次

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

⑯

只
有

ル
蛇

ナ
メ
リ
ト
人
思

フ
程

二
、

(今
昔

・
十
三

・
四
十

三
)

副

詞
の
適
例
は
多
く
な

い
が
、
後
に
述

べ
る
よ
う
に
④
無
事
、
⑤

無
対

処
の
意
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
意
が
両
立
し
て
い
て
、
そ
ち
ら

に
も
副
詞
の
例
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
意
の
両
立
し
や
す
さ
が
例

を
少

な
く
す
る

一
因
に
な

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

③
普

通
の
意
は
、
こ
れ
ま
で
の
他
の
意
義
と
ど
の
よ
う
な
相
対
関

係
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
分
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
物

・
事

物

の
属
性
や
種
々
の
事
柄

の
状
態
が
普
通
だ
と
い
う
の
は
、
知
識
や

経
験

に
基
づ
く
基
本
的

一
般
的
な
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
評
定

で
あ

る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
①
直
接

の
意
が
認
め
ら
れ
た
動
作

・

作
用

の
、
対
象
や
目
標
を
め
ざ
す
方
法
も
、
そ
れ
と
対
立
す
る
間
接

的
な
方
法
に
比

べ
て
、
基
本
的

一
般
的
な
方
法
に
当
た
り
、
ま
た
、

相
対
的
に
距
離
感
が
少
な
く
、
親
近
感

に
ま
さ
る
方
法
で
あ

っ
た
。

普
通

の
意
が
認
め
ら
れ
る
、
属
性
や
状
態
の
あ
り
よ
う
も
、
そ
の
基

本
性

一
般
性
や
、
距
離
感

・
親
近
感
に
お

い
て
、
①
直
接
の
意
と
最

も
つ
な
が
り
や
す
い
。
③
普
通
の
意
の
例

に
は
、
打
消
と
共
起
し
て

特
異
さ
を
暗
示
強
調
す
る
用
法
も
め
だ

つ
が
、
そ
の
点
に
も
①
直
接

の
意
に
め
だ

っ
た
対
立
項
否
定

の
含
意
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

よ

っ
て
、
③
普
通
の
意
は
、
動
作

・
作
用
に
お
け
る
方
法

の
あ
り
よ

う
と
し
て
の
①
直
接
の
意
を
、
そ
の
基
本

性

一
般
性
や
、
距
離
感

・

親
近
感
の
あ
り
よ
う
を
共
通
項
と
し
て
、

語
の
指
示
対
象
を
属
性
化

状
態
化
す
る
方
向

で
分
化
し
た
も
の
と
見

る
こ
と
で
き
よ
う
。

た
だ
、
①
直
接
の
意
と
③
普
通
の
意
に
は
、
そ
の
接
点

に
な
る
そ

れ
ら
の
両
立
す
る
例
や
用
法
は
見
い
だ
し
が
た
く
、
そ
の
両
義
に
は

連
続
性
も
乏
し
い
。
そ
れ
だ
け
そ
れ
ら
の
意
義
の
分
化
し
た
時
期
は

古

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
①

の
直
接
の
意
と
③
普
通
の

意
を
も

っ
と
よ
く

つ
な
ぎ
得
た
意
義

・
用
法
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
消

失
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

二
の
四

無
事
の
意

次
に
、
④
無
事
の
意
に
つ
い
て
述

べ
る
。
こ
れ
は
た
ん
な
る
動
作

や
状
態
の
あ
り
よ
う
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
事
態

つ
い
て
、
そ

の
存
在
や
成
立
を
限
定
し
、
そ
の
ほ
か
に
は
何
も
異
常
な
事
柄
が
な

い
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
は
古
代
語
か
ら
あ

っ
て

近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
用
例

に
は

「た
だ

に
」
「
た
だ

で
」
や
、
補
助

動
詞

「あ

り
」
の
融
合
し
た

「
た
だ
な
り
」
式

の
ほ

か
、
「た
だ
の
」
の
形
で

O9　



連
体

修
飾
語
に
な
る
例
も
あ
る
。
次

の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

Gの

た
ゴ
に
病
み
死
ぬ
る
よ
り
も
人
聞
き
恥
つ
か
し
く
お
ぼ
え
給
ふ

な
り
け
り
。

(竹
取
)

・
た
ゴ
な
り
し
を
り
は
さ
し
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
(蜻
蛉

・
上

・

天
暦
十
年
)

・
い
か
で
い
み
じ
う
重
り
か
に
恥
つ
か
し
く
、
人
に
す
ぐ
れ
て
も
、

た
ゴ
な
る
世
に
過
ご
い
て
ば
や
と
の
み
思
ひ
お
ご
り
し
も
の
を
、

(夜

の
寝
覚

・
四
)

せ

け
ん
ぱ
な
し

・
只

の
世
間

咄

に
踏
付
ら
れ
た
と
思
ふ
と
厭
な
も

ン
だ
と

(二

葉
亭
四
迷

・
浮
雲

・
>>1
・
1
五
)

・
暮
に
犬
に
死
な
れ
て
以
来
、
唯
で
さ

へ
浮
か
な

い
彼
女
の
心
は
、

や
や
と
も
す
る
と
発
作
的
な
憂
鬱
に
襲
は
れ
易

か
つ
た
。

(芥

川
龍
之
介

・
奇
怪
な
再
会

・
十

一
)

第

一
例
は
求
婚
に
失
敗
し
て
世
間

に
恥
を
さ
ら
す
心
痛
で
病
死
を

し
か
け
て
い
る
人
物
の
思

い
で
あ
る
。
病
気
だ
け
で
死
ぬ
よ
り
も
、

い
っ
そ
う
恥
ず
か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
例

の

「
た
だ
な
り

し
を
り
」
は
、
夫

に
他
の
愛
人
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
が
な
く
、
無

事
で
あ

っ
た
時
期
を
さ
し
て
い
る
。
第
四
例
は
、
実
を
伴
わ
な
い
風

評
の
意

。
第
五
例
は
次
に
あ
げ
る
例
⑱
の
第
二
例

の
、
副
詞
に
よ
る

「
た
だ
さ

へ
」
の
、
よ
り
新
し
い
言

い
方

で
あ
る
。

副
詞

「た
だ
」

の
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑱
宰

相

「
さ
ら
ば
只
あ
り
し
時
、
と
も
か
く
も
な
り
た
り
せ
ば

い

か
ゴ
せ
む
。
今
更
物
を
お
も
は
せ
ん
こ
そ
か
な
し
け
れ
L
と
て
、

(覚

一
本
平
家

・
二

・
阿
古
屋
之
松

)

・
た
だ
さ

へ
も
住
み
馴
れ
ぬ
所
は
物
憂

い
に
、
い
と
ど
昔
を
し
の

ば
れ
た
れ
ば
、
(天
草
版
平
家

・
一
・
八
)

こ
の
第
二
例
は
、
副
助
詞

「
さ

へ
」
と
共
起
す
る
点
で
、
例
qの
の

第
五
例
の

「
た
だ

で
さ
え
」
と
共
通
す
る
も
の
。
こ
の
用
法
も

「た

だ
あ
り
て
さ

へ
」
と
敷
衍
で
き
る
意
味

で
、
「
さ

へ
」
と
の
共
起

に

「あ
り
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
さ

へ
」
と
共
起
す
る
場
合
、
近
現
代
語

で
は
形
容
動
詞
的
な
形
が

用

い
ら
れ
る
よ
う
に
変
わ

っ
た
こ
と
に
な

る
。

無
事
の
意
は
、
事
態

の
存
在
や
成
立
が
そ
の
こ
と
だ
け
に
限
定
さ

れ
、
そ
の
他
の
異
常
な
事
柄
が
す
べ
て
否
定
さ
れ
て
、
ほ
か
に
は
何

も
異
常
が
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
何
も
異
常

が
な

い
こ
と
は
、
表
層

の
事
態
が
そ
の
形
容
動
詞
や
副
詞
で
そ
れ
だ

け
に
限
定
さ
れ
る
働
き
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
意
に
先
行
す
る
①

直
接
、
②
急
速
、
③
普
通
な
ど
の
意
に
お

い
て
は
対
義
的
な
対
立
項

を
否
定
す
る
含
意
が
め
だ

っ
て
い
た
が
、
④
無
事
の
意
に
お
け
る
そ

の
限
定
の
働
き
は
、
そ
の
含
意
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
①

～
③

の
意
義
に
お
い
て
共
起
す
る
の
は
、

動
作

・
作
用
や
属
性

・
状

態
と
い
う
、
語
的
性
質
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
④
無
事
の
意

に
お
い

て
共
起
す
る
事
柄
は
、
そ
れ
自
体
が
文
に
相
当
す
る
具
体
的
な
事
態

に
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
事
柄

の
そ
う

い
う
具
体
化
が
、
先
行
す
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る
意
義
に
あ

っ
た
対
立
項
否
定
の
含
意
を
、
他
項
全
体
を
否
定
す
る
、

そ
の
他
の
全
項
否
定
的
な
含
意
と
い
う
、
事
柄

の
限
定
性

へ
と
発
展

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

無
事
の
意

に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
事
態
は
、
結
果
的
に
平
穏
無
事

な
、
普
通
の
事
態
で
あ
り
、
③
普
通
の
意
と
④
無
事
の
意
と
は
概
し

て
両
立
し
や
す
く
、
そ
の
両
義
に
は
連
続
性
も
あ
る
。
よ

っ
て
、
④

無
事

の
意
は
、
③
普
通

の
意
か
ら
、
共
起
す
る
事
柄
を
具
体
化
さ
せ

る
と
と
も
に
、
結
果
的
な
事
態
を
暗
示
す
る
方
向
で
分
化
し
た
も

の

と
見

て
よ
か
ろ
う
。

二
の
五

無
対
処
の
意

次

に
、
⑤
無
対
処

の
意
に
つ
い
て
述

べ
る
。
こ
れ
は
④
無
事
の
意

と
同
様
、
具
体
的
な
事
態

つ
い
て
そ
の
存
在
や
成
立
を
限
定
し
、
そ

の
ほ
か
に
は
、
何
も
そ
の
事
態

に
対
処
し
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
事
態
の
限
定
性
と
暗
示
性
は
、
④
無
事
の
意
と
共

通
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
意
も
早
く
か
ら
あ

っ
て
、
近
現
代
語
ま

で
継

承
さ
れ
て
い
る
。

語

形
の
上
で
は

「た
だ
に
」
「
た
だ
で
」

の
形
の
ほ
か
、
「
た
だ
に

て
」

の
形
も
あ
る
。
そ
の
例

に
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑲

「…
若
し
瓠
を
沈
む
る
こ
と
得
ず
は
、
自
つ
か
ら
に
偽

の
神
と

た
だ

知
ら
む
。
何
ぞ
徒
に
吾
が
身
を
亡
さ
む
」
と

い
ふ
。

(仁
徳
紀

・
十

一
年

・
訓
)

・
思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
ゴ
に
や
み
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し

な
け
れ
ば

(伊
勢

・
百
二
十
四
)

・

「
た
ゴ
に
て
か

へ
り
ま
い
り
て
は
べ
ら
ん
は
証
候
ふ
ま
じ
き
に

よ
り
、
高
御
座
の
南

お
も
て
の
柱

の
も
と
を
け
づ
り
て
候
ふ
な

り
」
と
、

つ
れ
な
く
申
し
た
ま
ふ
に
、
(大
鏡

・
道
長
伝
)

・
匿
名
主
が
わ
か

っ
た
ら
、
も
う
た
だ

で
は
お
か
ぬ
。
(井
上
ひ

さ
し

・
プ
ン
と
フ
ン

・
六
)

こ
の
第

一
例
は
、
身
を
亡
す
結
果
に
な
り
そ
う
な
事
態
の
存
在
を

そ
の
こ
と
だ
け
に
限
定
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
積
極
的
な
対
処
を
し

な

い
さ
ま
で
あ
る
。
何
も
し
な
い
で
、
と

い
っ
た
言
い
換
え
が

一
般

に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
例
は
反
語
と
共
起

し
て
、
実
際
に
は
逆

に
何

ら
か
の
対
処
の
意
思
を
示
し
て
い
る
。
第

二
例
は
、
「思
ふ
こ
と
い

は
で

(ぞ
)
」
と

「
た
ゴ
に
」
と
が
対
等

の
関
係
に
あ
り
、
思
う

こ

と
は
な
に
も
訴
え
ず
、
そ
の
ま
ま
に
終
わ
る
の
が
よ
い
と
言
う
も
の
。

し
か
し
、
「我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
理
由
が
後

に

添
え
て
あ
り
、
人
の
無
理
解

に
よ
ほ
ど
業

を
煮
や
し
た
折
か
何
か
の
、

自
棄
的
な
独
白
体

の
歌
と
思
わ
れ
る
。
第

三
例
は
帰
る
動
作
と
共
起

し
て
い
る
文
脈
上
、
行
く
だ
け
で
何
も
し
な
い
で
の
意

に
と
れ
る
。

第
四
例
は
、
他
の
例
と
時
代
が
離
れ
て

い
る
が
、
古
く
は
後
述
の

副
詞
に
よ
る

「た
だ
は
」

の
形
で
用

い
ら
れ
て
い
た
言

い
方
の
、
新

し
い
形
と
見
て
よ
い
。

副
詞

「
た
だ
」
の
例
は
、
中
世
以
降

に
め
だ

つ
よ
う
だ
。
そ
れ
に

は
係
助
詞

「
は
」
「
も
」
を
伴
う
形
で
打
消
や
そ
れ
相
当

の
反
語
と
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共
起

す
る
こ
と
が
多

い
。
次
に
そ
の

一
斑
を
示
す
。

⑳

こ
の
人
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
、
た
ゴ
あ
ら
ん
事
か
な
は
じ
と

思
て
、
よ
り
て
、
か
た
は
ら
に
ふ
す

に
、

(宇
治
拾
遺

・
一
〇

六
)タ

チ

ジ

・
腹
立
テ
モ
地
獄

二
堕

ベ
シ
。
同
ク
堕

ル
身
ナ
ラ
バ
、
只

ハ
不
レ

チ堕
。

(雑
談
集

・
二

・
四
)

・
さ
す
が
都
の
者
と
て
、
ぬ
か
ば
た
ゴ
も
ぬ
か
い
で
、
定
め
て
御

機
嫌
が
わ
る
か
ら
ふ
と
思
ふ
て
、
御
機
嫌

の
な
を
る
囃
子
物
を

教

へ
た
。
(虎
明
本
狂
言

・
末
広
が
り
)

・
峰
の
八
大
金
剛
童
子
の
乗
移
り
給
ふ
な
る
懸
け
笈
を
、
不
浄
の

ほ
ど

身
に
て
取
り
解
き
候
ひ
て
、
た
ゴ
は
置
く

べ
き
か
。
(幸
若

・

笈
捜
)

・
此
銀
を
の
め
く

と
た
ゴ
を

の
れ
に
取
ら
れ
ふ
か
。

(浄
瑠
璃

・
曾
根
崎
心
中

・
上
)

無

対
処
の
意
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
事
態
の
存
在
や
成
立
が
そ
の

こ
と
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
主
体

の
対
処
が
す
べ
て
否
定
さ

れ
て
、
ほ
か
に
は
何
も
し
な
い
さ
ま
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
何

も
し
な
い
さ
ま
は
、
④
無
事
の
意

の
場
合
と
同
じ
く
、
表
層

の
事
態

を
限
定
す
る
働
き
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
柄

の
限

定
性

と
、
そ
れ
に
よ
る
暗
示
性
は
、
④
無
事
の
意
と
共
通
し
て
い
る
。

し
か
し
、
無
事
の
意
が
結
果
的

で
あ

っ
た
の
と
違

っ
て
、
無
対
処

の

意
の
ほ
う
は
、
打
消
や
反
語
と
の
共
起
傾
向

に
も
う
か
が
え
る
よ
う

に
主
体
の
意
思
に
か
か
わ
り
、
意
図
的
で
あ
る
点
が
異
な
る
と
言
え

よ
う
。

無
対
処
の
意
に
お
い
て
限
定
さ
れ
る
事
態
も
結
果
的
に
は
概
し
て

穏
や
か
な
普
通
の
事
態

で
あ
り
、
③
普
通

の
意
と
④
無
対
処
の
意
と

は
両
立
し
や
す
く
、
連
続
性
も
あ
る
。
よ

っ
て
、
④
無
対
処
の
意
は
、

こ
れ
も
③
普
通
の
意
か
ら
、
共
起
す
る
事
柄
を
具
体
化
さ
せ
る
と
と

も
に
、
意
図
的
な
事
態
を
暗
示
す
る
方
向

で
分
化
し
た
も
の
と
見
て

よ
い
。

二
の
六

無
報
酬
無
料
の
意

次
に
、
⑥
無
報
酬
無
料

の
意
は
、
人
物

の
労
働
や
物
品
の
譲
渡
に

際
し
て
、
そ
の
報
酬
や
代
価
が
何
も
伴
わ
な
い
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の

意
は
古
代
語
か
ら
近
現
代
語
ま
で
認
め
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
、
近
現
代
語
に
そ
の
例
が
多
い
。

「た
だ

に
」
の
形
や
補
助
動
詞

「あ
り

〉
あ
る
」

の
融
合

し
た

「
た
だ
な
り
」
や

「た
だ
で
あ

る
〉
た
だ
だ
」
式

の
形

の
ほ
か
、

「
た
だ
の
」
の
形
で
連
体
修
飾
語
に
も
な

っ
て
い
る
。
意
味

の
対
象

性
が
具
体
的
で
、
名
詞
と
も
見
や
す
い
せ

い
で
あ
ろ
う
。

次

に
そ
の
例
の

一
斑
を
示
す
。

⑳
産
養
ひ

・
む
ま
の
は
な
む
け
な
ど
の
、
も
の
の
使
に
、
禄
な
ど

取
ら
せ
ぬ
。
…
…
け
ふ
は
必
ず
さ
る

べ
き
使
ぞ
と
心
と
き
め
き

し
て
来
た
る
に
、
た
ゴ
な
る
は
ま
こ
と
に
す
さ
ま
じ
。
(能
因

本
枕

・
す
さ
ま
じ
き
も
の
)
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・

「
只

ニ
テ

ハ
否

不

諍

ハ
ジ

」

ト

云

テ

、

鎧

・
甲

・
弓

・
胡

録

、

吉

キ

馬

二
鞍

置

テ
、

打

出

ノ
大

刀

ナ

ド

ヲ

、

各

「
取

出

サ

ム

」

ト

懸

テ

ケ

リ

。

(今

昔

・
二
十

七

・
四
十

三

)

た

だ

い
つ
そ
く

も
ろ

お
く

・
無

銭

な

ら

、

百

で
も

貰

て

置

は

い
。

(滑

稽

本

・
浮

世

風

呂

・

四

・
中

)

・
向

こ
う

じ

ゃ

、

お

〉
か

た

、

た

ゴ
で

こ
き

使

う

つ
も

り

な

ん

だ

よ

(山

本

有

三

・
路

傍

の
石

・
か

ん

な

ん

…

…

)

・
本

を

と

る

っ
て
、

タ
ダ

で
も

っ
て

い
く

ん

で

す

か

?

(富

岡

多

恵

子

・
壺

中

庵

異

聞

・
皿

)

た

だ

・
大
阪
で
無
料

の
学
校
が
で
き
た
。
(司
馬
遼
太
郎

・
坂

の
上
の

雲

・
春
や
昔
)

第

一
例
の

「
た
だ
な
る
は
」
は
、
文
脈
上

「
た
だ
使
を
す
る
の
み

な
る
は
」
と
い
う
ほ
ど
に
敷
衍
で
き
る
限
定
性
を
も

つ
。
第
四
例
の

よ
う

に
代
償
や
報
酬
を
支
給
す
る
側

の
人
物
を
主
語
と
す
る
言
い
方

は
、

か
な
り
新
し
い
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

副
詞
に
よ
る
そ
れ
に
も
、
次
の
よ
う
に
無
報
酬
無
料
の
意
の
も
の

が
あ

る
。

㈱
御
身
舟

に
た
ゴ
乗

(る
)
を
、
さ

つ
ま
の
か
み
と
云
は
、
た

ゴ

の
り
と
い
は
う
が
た
め
じ
や
。
(虎
明
本
狂
言

・
薩
摩
守
)

・
形
お
も
は
し
か
ら
ぬ
娘
は
、
お
と
こ
只
は
請
と
ら
ぬ
事
を
分
別

、
し
て
、
敷
銀
を
心
当
に
、
利
貸
し
商
な
ひ
事
外
に
い
た
し
置
、

(浮
世
草
子

・
世
間
胸
算
用

・
三

・
四
)

た

だ

ど
た
ま

そ
れ

・
茄
子
の
十
も
、
無
銭
く
だ
ん
す
な
ら
、

頭
を
夫

へ
差
出

し
て

た

〉
か
す
。

(滑
稽
本

・
浮
世
風
呂

・
四

・
中
)

無
報
酬
無
料

の
意
の
場
合
も
、
共
起
し
た
り
暗
に
含
ま
れ
た
り
す

る
の
が
労
働
や
譲
渡
な
ど
の
具
体
的
な
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
限
定

す
る
働
き
か
ら
出

て
い
る
点
で
、
⑤
無
対
処

の
意
と
大

い
に
共
通
す

る
。
た
だ
し
、
無
対
処
の
意

に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
意
思
的
な
対
処

は
、
そ
の
内
容

に
お
い
て
不
明
で
あ
る
が
、
無
報
酬
無
料

の
意
に
お

い
て
否
定
さ
れ
る
報
酬
や
代
価

の
支
給
と

い
う
事
柄
は
、
基
本
的
に

対
人
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
特
定
的
で
あ
る
。
用
例
の
出

現
も
無
対
処

の
意
の
そ
れ
が
上
代
か
ら
拾

え
る
の
に
比

べ
る
と
、
概

し
て
新
し
い
時
代
に
偏
る
。
よ

っ
て
、
⑥
無
報
酬
無
料
の
意
は
、
⑤

無
対
処
の
意
と
両
立
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
否
定
さ
れ
る
事
柄
を
特
定

化
す
る
方
向
で
分
化
し
た
も
の
と
見
て
よ

い
。

こ
こ
で
形
容
動
詞

「
た
だ
な
り
V
た
だ
だ
」
の
通
時
的
変
化
を
概

言
す
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
、
①
直
接
、
②

急
速
、
③
普
通
、
④
無
事
、

⑤
無
対
処
、
⑥
無
報
酬
無
料
の
順
に
成
立
し
て
き
た
と
推
定
で
き
る
。

そ
の
う
ち
、
①
直
接
、
②
急
速
の
意
の
用
法
は
古
代
語
が
中
心
で
あ

っ
た
が
、
①
は
上
代
語

に
偏
り
、
②
は
中
世
ご
ろ
ま
で
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ

っ
た
。
③
普
通
、
④
無
事
、
⑤

無
対
処
な
ど
は
、
古
代
語

か
ら
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
⑥
無
報
酬
無
料
は
、
ど

.

ち
ら
か
と
言
え
ば
近
現
代
語
の
ほ
う
が
盛
ん
で
あ
り
、
意
義
分
化

の

順
序
が
用
例
の
時
代
的
分
布
に
も
何
程
か
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
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る
。

三

副
詞
独
自

の
意
義

三
の

一

副
詞
独
自

の
意
義
と
用
法

次

に
、
副
詞

「た
だ
」
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
意
義
と
し
て
、
⑦
至

近
時
空
強
調
、
⑧
極
少
数
量
強
調
、
⑨
事
柄
限
定
強
調
、
⑩
類
似
性

強
調

の
意
義
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
ら
の
意
義
の
相
互
関
係
や
分
化

に
つ
い
て
は
、
最
後
に
ま
と
め
て
論
じ
た
い
。

ま
ず
、
⑦
至
近
時
空
強
調
は
、
空
間
や
時
間
の
あ
り
よ
う
の
中

で
、

現
に
直
面
す
る
至
近
の
位
置
を
限
定
し
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
意

は
早
く
か
ら
あ
り
、
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

例
に
は
次
に
示
す
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

㈱

た
が
里
に
よ
が
れ
を
し
て
か
郭
公
た
ゴ
こ
こ
に
し
も
ね
た
る
こ

ゑ
す
る

(古
今

・
恋
四
)

・
独
り
目
を
さ
ま
し
て
、
枕
を
そ
ば
だ
て
て
四
方

の
嵐
を
聞
き
た

ま
ふ
に
、
波
た
ゴ
こ
〉
も
と
に
立
ち
く

る
心
地
し
て
、

(源
氏

・
須
磨
)

⑫の

た
だ
今
日
も
君
に
逢
は
め
ど
人
言
を
繁
み
逢
は
ず

て
恋
ひ
渡
る

か
も

(万
葉

・
十
二

・
二
九
二
三
)

・
あ
ら
た
ま
の
年

の
三
と
せ
を
待
ち
わ
び
て
た
ゴ
こ
よ
ひ
こ
そ
新

枕
す
れ

(伊
勢

・
二
十
四
)

・
た
ゴ
い
ま
は
、
幼
き
御
ほ
ど
に
、
罪
な
く
思
し
な
し

て
、
(源

氏

・
桐
壷
)

例
㈱
の
第

一
例
を
、
『古
今
集
遠
鏡
』

に
は

「
ツ
イ

コ
・
デ
サ
」

と
訳
し
て
い
る
。

こ
の
意
義
の
副
詞

「た
だ
」
と
共
起
す

る
の
は
、

コ
系
の
指
示
代

名
詞
や
、
時
間
的

に
現
在
を
含

む
時

の
副
詞

「
今
」
「今

日
」
な
ど

で
あ
る
。
後
者
は
共
起
す
る
語
自
体
が
副
詞
的

で
あ
る
。
そ
の
強
調

の
焦
点
は
時
空
の
至
近
性
に
あ
る
と
見
て
よ
い
の
で
、
こ
の
意
義
の

「
た
だ
」
は
程
度
副
詞
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑧
極
少
数
量
限
定
は
、
極
め
て
少
な

い
数
量
を
限
定
し
強
調
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
も
早
く
か
ら
あ
り
、
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ

れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
例
の

一
斑
を
示
す
。

㈱

み
空
行
く
月
の
光
に
た
だ

一
目

〈直

一
目
〉
相
見
し
人
の
夢
に

し
見
ゆ
る

(万
葉

・
四

・
七

1
O
)

す

さ

あ
り

そ

ま
つ

あ

・
あ
ち
の
住
む
渚
沙
の
入
江

の
荒
磯
松
我
を
待

つ
児
ら
は
た
だ
ひ

と
り
の
み

〈
但

一
耳
〉

(万
葉

・
十

一
・
二
七
五

一
)

・
日
々
に
重
り
た
ま
ひ
て
、
た
ゴ
五
六

日
の
ほ
ど
に
い
と
弱
う
な

れ
ば
、

(源
氏

・
桐
壷
)

・
あ

つ
さ
は
唯
あ
つ
に
な
り
て
、
た
ゴ
か
た
時
に
、
死
ぬ
べ
く
お

ぼ
え
給
け
る
に
、
(宇
治
拾
遺

・
一
五
七
)

こ
の
意
の
副
詞

に
は
、
近
現
代
語
を
中
心

に
、
下
に
副
助
詞
な
ど

を
伴

い
、
次
の
よ
う
に

「
た
だ
の
」
の
形

で
連
体
的
に
用

い
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
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㈱

…
…
と
思
は
な
い
事
は
唯
の

一
日
も
有
ま
せ
ん
。

(二
葉
亭
四

迷

・
浮
雲

・
一
・
四
)

・
た
だ
の

一
枚
だ
け
で
よ
ろ
し

い
、
(室
生
犀
星

・
か
げ
ろ
ふ
の

日
記
遺
文

・
一
)

こ

の
意
義
の

「
た
だ
」
は
、
数
詞
を
中
心
に
極
少

の
数
量
を
表
す

語
と
共
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
例
㈱
の
第

二
例
の
よ
う
に

数
詞

な
ど
の
後
に
限
定
を
表
す
副
助
詞
も
共
起
し
て
再
度
そ
の
極
少

さ
を
強
め
る
役
割
を
担
う
こ
と
も
多

い
。
共
起
す
る
数
詞
な
ど
が
副

詞
的

で
あ
り
、
そ
の
強
調
の
焦
点
は
数
量
の
極
少
性

に
あ
る
と
い
え

る
意
味

で
、
こ
の
意
義
の

「
た
だ
」
も
程
度
副
詞
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

ち
な
み
に
、
至
近
時
空
強
調

の
う
ち
、
例
⑳
の
現
時
点
に
用

い
ら

れ
た
例
や
、
こ
の
極
少
数
量
強
調
の

「
た
だ
」
か
ら
は
、
近
世
に
入

っ
て

「た

つ
た
」
と
促
音
の
介
入
す
る
語
形
が
生
じ
、
「
た
だ
」
と

共
存

し
て
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

⑳

た
つ
た
今
誓
文
立
て
、
こ
と
に
銀
も
手
放

し
た
り
。
(浄
瑠
璃

・
心
中
重
井
筒

・
上
)

・
た
つ
た

一
人
の
妹

で
ご
ざ

い
ま
す
か
ら
、
(三
遊
亭
円
朝

・
真

景
累
ケ
淵

・
十
)

⑨
事
柄
限
定
強
調
は
、
事
柄

一
般
を
限
定
対
象
と
し
て
何
か
を
限

定
し
、
そ
の
存
在

・
状
態

・
成
立
な
ど
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
意
は
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
、
近
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
言
い
方
に
は
、
例
⑳
の
よ
う
に
そ
の
副
詞
の
み
で
限
定
強
調
さ

れ
る
言

い
方

と
、
例
⑳
の
よ
う
に
限
定

を
表
す
副
助
詞

「
の
み
」

「ぼ

か
り
」
「だ
け
」
な
ど
が
下
に
併
せ

て
用

い
ら
れ
る
言

い
方

と

が
あ
る
。
後
者
に
は
、
古
く

「
に
」
を
伴
う

「た
だ
に
」

の
形
も
あ

る
が
、
こ
の
意
に
お
け
る
活
用
は
認
め
が

た
い
の
で
、
そ
の

「
に
」

は
副
詞
の
語
尾
と
見
な
す
。

㈱
た
ゴ
か
く
そ
、
の
た
ま

へ
る
。
(源
氏

・
浮
舟
)

・
唯
な
が
き
世

の
闇
こ
そ
心
う
け
れ
。

(覚

一
本
平
家

二

・
祇

王
)

・
た
ゴ
、
人
の
宝
に
は
、
子
に
過
ぎ

た
る
は
ま
し
ま
さ
ず
。

(幸

若

・
伊
吹
)

・
自
分
は
た
だ
も
う
無
力
で
あ
つ
て
、

(川
端
康
成

・
雪
国
)

⑳

「汝
は
何
の
故
に
か
恒
に
如
此
く
嘛
く
」
と
の
た
ま
ふ
。
対

へ

て
日
し
た
ま
は
く
、
「吾
は
母
に
根

国
に
従

は
む
と
欲

ひ
て
、

　　
　只

に
泣
か
く
の
み

〈只
為
泣
耳
>」

と
ま
う
し
た
ま
ふ
。
(神
代

紀
上

・
第
五
段

一
書
第
六

・
訓
)

な
に
ご
と

・

「
汝

が

言

ひ

つ
る

こ

と

は
何

辞

ぞ

」

と

い
ふ

。

対

へ
て

曰

は

く

、

も
の
い

た
だ

　

「
言

は

ず

。

唯

歌

ひ

つ

ら

く

の

み

〈
唯

歌

耳

>
」

と

い

ふ

。

(崇

神

紀

・
十

年

・
訓

)

　

な
さ
け

・
た

ゴ
う

は

べ
ば

か

り

の
情

に

手

走

り

書

き
、

(
源
氏

・
帚

木

)

　

こ
の
ひ
と

う
ち
あ

・
唯

斯

人

だ

け

に

告

白

け

る

の

だ

。

(
島

崎

藤

村

・
破

戒

・
拾

・

一
)
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文
の

一
部

の
成
分
に
焦
点
を
当
て
て
限
定
強
調
す
る
場
合
を
中
心

に
、
例
㈲
の
よ
う
に
副
助
詞
が
共
起
し
て
再
度
限
定
の
働
き
を
強
め

る
こ
と
も
多

い
。
そ
の
場
合
、
共
起
す
る
副
助
詞
は
、
副
助
詞
自
体

に
通
時
的
変
化
が
あ
る
た
め
、
時
代
に
よ

っ
て
異
な
る
。

例
㈱

・
㈲
は
平
叙
文
の
例

で
あ
る
が
、
副
助
詞

の
共
起
し
な
い
事

柄
限
定
強
調
の
意

の
例
に
は
、
次
に

一
斑
を
示
す
よ
う
に
主
体

の
推

量

・
意

志

・
希
望

・
命
令
な
ど
を
表
す
、
広
義
に
志
向
的
な
表
現
が

多

い
。
「
た
だ
」
に
よ
る
事
柄

の
限
定
強
調
が
そ
の
表
現
の
志
向
性

を
助
け
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

ヘ

ヘ

へ

⑳

「げ

に
、

い
つ
れ
か
狐
な
る
ら
ん
な
。
た
ゴ
は
か
ら
れ
た
ま

ヘ

ヘ

へ

か

し

」

と

(
源

氏

・
夕

顔

)
ヘ

へ

・
只
毒
ヲ
食

ハ
セ
テ
殺

シ
テ
ム
ト
思
フ
心
付

キ
ヌ
。
(今
昔

・
二

十

八

・
十
八
)

・
ス

コ
シ
モ
佛
法

二
志
ナ
カ
ラ
ム
ハ
、
只
人
ノ
皮
ヲ
キ
タ
ル
畜
生

ヘ

ヘ

ナ

ル
ベ
シ
ト
云

ヘ
リ
。

(梵
舜
本
沙
石
集

・
六

・
1
O
)

・
只
鎌
倉

へ
押
し
下
て
、
梶
原
父
子
が
首
を
刎
ね
、
此
間
の
無
念

へ

を
散
ぜ
む
。

(幸
若

・
腰
越
)

・
唯

静

か
に
老

い
朽

ち
た

い
。
(芥
川
龍
之
介

・
六

の
宮

の
姫

君
)

事
柄
限
定
強
調
の
意

に
お
け
る
限
定
強
調

の
対
象
に
は
、
例
㈲
に

め
だ

つ
語
的
な
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
事
柄
の
あ
り
よ
う
か
ら
、
例

G①

に
め
だ

つ
具
体
的
な
文

に
相
当
す
る
事
態
や
判
断

へ
の
広
が
り
が

認
め
ら
れ
る
。
そ
の
文
相
当
の
判
断
が
限
定
強
調

の
対
象
に
な
り
う

る
点
で
、
こ
の
意
に
お
け
る
副
詞
の
機
能

は
陳
述
副
詞

に
属
す
る
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑩
類
似
性
強
調
は
、
異
な
る
事
柄
同
士

の
高
度
な
類
似
や

一
致
を

強
調
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
比
況

の
助
動
詞

「ご
と
し
」、

そ
れ
相
当
の
連
語

「
や
う
な
り
」
、
お
よ
び
、
事
柄
同
士

の

一
致
す

る
さ
ま
を
表
す
形
容
詞

「同
じ
」
と
そ
の
類
義
表
現
な
ど
が
共
起
す

る
こ
と
が
多

い
。
こ
の
意
は
中
世
ご
ろ
ま
で
が
中
心
で
、
近
代
語
で

は
廃
れ
て
い
る
。

ω
首
い
と
長
う
て
、
顔

つ
き
た
ゴ
駒
の
や
う
に
、
鼻

い
ら
ら
ぎ
た

る
事
限
り
な
し
。
(落
窪

・
二
)

・
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
。
只
春

の
夜

の
夢

の
ご

と
し
。

(覚

一
本
平
家

・
一
・
祇
園
精
舎
)

働
わ
れ
と
た
ゴ
お
な
じ
か
た
ち

の
人
出

き
て
、
か
く
す
れ
ば
、

(宇
治
拾
遺

・
八
五
)

・
迭

に
害
心
お
こ
す
こ
と

た
ゴ
畜
生

に
こ
と
な
ら
ず

(
一
遍
上

人
語
録

・
上
)

こ
の
意

に
お
い
て
対
象
と
な
る
事
柄
同
士
の
類
似
性
も
、
事
柄
限

定
強
調
に
お
け
る
事
柄

の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
類
似
性
強

調
も
事
柄
限
定
強
調
の
意
と
常
に
両
立
す

る
。
た
だ
、
類
似
性
強
調

に
お
け
る
限
定
強
調
の
対
象
は
文
に
相
当
す
る
具
体
的
な
事
柄
同
士

の
関
係
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
比
況

の
助
動
詞
な
ど
と
共
起
す
る
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特
徴
も

め
だ

つ
の
で
、
こ
の
意
は
辞
典
類
の
意
味
記
述
に
も
注
意
さ

れ
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
意
に
お
け
る
副
詞

の
機
能
も
、
そ
の

限
定
強
調
の
対
象
が
具
体
的
な
事
柄
同
士
の
関
係
と
い
う
、
文
相
当

の
判
断

で
あ
る
点
に
お
い
て
、
陳
述
副
詞
に
属
す
る
こ
と
は
、
事
柄

　
　
　

限
定
強
調
の
意

に
お
け
る
以
上
に
わ
か
り
や
す

い
と
言
え
よ
う
。

三
の
二

副
詞
独
自
の
意
義

の
分
化

⑦
至
近
時
空
強
調
は
、
直
面
す
る
至
近
の
時
空

の
あ
り
よ
う
を
強

調
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
①
直
接
や
②
急
速

の
意
も
、
時
空

の
存
在
や

へ
だ
た
り
を
前
提
と
し
て
成
り
立

っ
て
い

た
。
こ
の
意

に
お
い
て
限
定
強
調
さ
れ
る
至
近

の
時
空
は
、
時
空
の

広
が
り

の
中

で
最
も
身
近
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
意
義
は
、
①

②

の
意
義
に
も
前
提
と
さ
れ
た
時
空

の
あ
り
よ
う
を
、
最
も
身
近
で

距
離
感

の
な
い
時
空
自
体
の
把
握
に
転
用
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
限
定
強
調
の
対
象
と
な
る
時
空
が
至
近
化
し
て
い
る
だ
け
、

直
接
や
急
速

の
意
に
お
け
る
方
法
や
効
率
も
捨
象
さ
れ
、
そ
れ
ら
の

意
に
お
け
る
対
立
項
否
定
の
意
義
傾
向
が
、
む
し
ろ
そ
の
他

の
全
項

を
否
定

す
る
傾
向
の
も
と
に
時
空
自
体
の
至
近
性
を
限
定
す
る
も
の

に
な

っ
て
い
る
。
⑥
無
報
酬
無
料
ま
で
の
意

に
お
け
る
副
詞
の
あ
り

よ
う
は
状
態
副
詞
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
で
程
度
副
詞

に
変
化

し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

⑧
極
少
数
量
強
調
に
お
け
る
数
量
の
極
少
性
は
、
⑦
至
近
時
空
強

調
の
対
象
が
、

へ
だ
た
り
の
極
小
化
し
た
時
空
で
あ

っ
た
の
と
、
そ

の
極
小
さ
に
お
い
て
似
て
い
る
。
た
だ
、

共
起
す
る
数
詞

の
数
量
の

ほ
う
が
、
至
近

の
時
空
を
表
す
語
の
意
義

に
比
べ
て
も
抽
象
度
が
高

く
、
そ
れ
だ
け
そ
の
極
小
さ
は
む
し
ろ
め
だ

つ
。
副
詞
独
自

の
意
義

の
中
で
見
れ
ば
、
至
近
時
空
強
調
に
お
け
る
時
空
の
至
近
性
を
、
数

量
の
極
少
性
に
拡
大
転
用
し
た
程
度
副
詞

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

⑨
事
柄
限
定
強
調
に
認
め
ら
れ
る
事
柄

の
限
定
性
は
、
形
容
動
詞

と
の
共
通
意
義

で
あ

っ
た
④
無
事
、
⑤
無

対
処
の
意
に
も
認
め
ら
れ

た
。
し
か
し
、
④
⑤
に
お
け
る
対
象
限
定

の
働
き
は
暗
示
の
手
段
で

あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
目
的
化
し
て
事
柄

一
般
を
限
定
対
象
と
す
る
も

の
に
発
展
し
た
の
が
、
こ
の
意
の
用
法
で
あ
る
。
そ
の
対
象
と
な
る

事
柄
の
、
文

に
相
当
す
る
も
の
へ
の
広
が
り
に
お
い
て
、
事
柄
限
定

強
調
の
副
詞

に
は
陳
述
副
詞
化
が
認
め
ら
れ
る
。

⑩
類
似
性
強
調
は
、
⑨
事
柄
限
定
強
調

に
認
め
ら
れ
る
限
定
強
調

の
対
象
を
、
互
い
に
異
な
る
特
定
の
事
柄
同
士
の
類
似
性

・
一
致
性

に
つ
い
て
の
判
断
に
特
殊
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
対
象
が
文
に

相
当
す
る
判
断
に
特
殊
化
さ
れ
て
い
る
点

で
、
そ
の
陳
述
副
詞
化
は

よ
り
明
瞭

に
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
形
容
動
詞
と
の
共
通
意
義
を
含
め
て
、
副
詞
の
通
時
的
変

化
の
状
況
を
概
言
す
れ
ば
、
形
容
動
詞
と

の
共
通
意
義

に
お
い
て
状

態
副
詞
で
あ

っ
た

「
た
だ
」
に
は
、
古
代
語
に
お
い
て
す
で
に
⑦
至

近
時
空
強
調
、
⑧
極
少
数
量
強
調
に
お
け

る
程
度
副
詞
的
用
法
も
、

⑨
事
柄
限
定
強
調
、
⑩
類
似
性
強
調
に
お
け
る
陳
述
副
詞
的
用
法
も

　9　



生
じ

て
い
る
。
し
か
し
、
形
容
動
詞
と
共
通
す
る
状
態
副
詞
的
用
法

は
次

第
に
衰
退
し
、
副
詞
独
自
の
⑦
⑧

の
意
に
お
け
る
程
度
副
詞
的

用
法
も
、
近
代
語
で
は
⑧
極
少
数
量
強
調
を
中
心
に

「
た
つ
た
」
の

ほ
う
が
代
表
的
な
言

い
方
に
な

っ
て
、
「
た
だ
」
は
連
語
的

に
残
存

す
る
程
度
に
な
る
。
⑩
類
似
性
強
調

の
陳
述
副
詞
も
、
現
代
語

で
は

他
の

「ま
る
で
」
な
ど
の
副
詞
と
交
替
し
て
い
る
か
ら
、
⑨
事
柄
限

定
強

調
の
意
に
お
け
る
陳
述
副
詞
的
用
法
が
も

っ
と
も
多
用
さ
れ
て

い
る

の
が
現
状

で
あ
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
形
容
動
詞

「
た
だ
な
り
V
た
だ
だ
」
と
副
詞

「
た
だ
」
に

お
け
る
意
義
を
、
そ
の
共
通
意
義
か
ら
副
詞
の
独
自
意
義

へ
と
い
う

順
に
取
り
上
げ
、
各
意
義

の
特
徴
を
分
析
し
て
、
そ
の
分
化
と
相
互

関
係

を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
検
討

の
過
程
で
言
及
し
て
き
た
各
意

義

の
特
徴
の
要
点
を
、
最
後

に
ま
と
め
て
表
示
す
る
と
、
次

の
よ
う

に
な
る
。

表

両
品
詞
別
の
意
義
と
そ
の
特
徴

形
容動

詞「ただなり〉ただ
だ」

副

詞「ただ」

意
義
の
特
徴

①
直接

①
直
接

方
法、

空
間
的、
一

般
的、

対立

項
否
定的

②
急
速

②
急
速

効
率、

時
間
的、

対立

項
否
定的

③
普
通

③
普
通

属
性
・

状態
、

一

般
的、

対
立
項
否
定
的

④
無事

④
無
事

事
柄、

そ
の
他
全
項否

定
的、

結
果
的

⑤
無対

処

⑤
無
対
処

事
柄、

そ
の
他
全
項否

定
的、

意
図
的

⑥
無報

酬
無料

⑥
無
報酬

無
料

事
柄、

特定

項
否
定的

⑦
至
近
時
空
強
調

時
空
の
至
近
性、

程度

副
詞

⑧極

少
数
量
強
調

数
量
の
極少

性、

程度

副
詞

⑨
事
柄
限
定
強
調

事
柄
一

般、

陳
述
副詞

⑩類

似
性
強
調

事
柄
の
類似

性、

陳述

副
詞

注(
1
)

形
容
詞

「
た
だ
し

(正
)」
、
動
詞

「
た
だ
す
」
も
そ
れ
ら
と
同
根

と

見
ら
れ
る
。
副
詞

の

「
た
だ
」

に
は
、
文
脈

に
よ

っ
て
接
続
詞
と
見
う

る
用
法
も
あ
り
、
「
し
」
を
伴

う

「
た
だ
し
」
は
、
接
続

詞
と
し

て
定

着

し
て
い

っ
た
。

(
2
)

『徒
然
草
』

二
十

二
段

の
次

の
例

の

「
た
だ
言

ふ
」

に
も

「
直
接

口

に
出

し
て
言
う
」

(全
注
釈
)
と
い
う
訳
が
あ
る
。
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文
の
詞
な
ど
ぞ
、
昔

の
反
古
ど
も
は
い
み
じ
き
。

た
ゴ
言
ふ
言
葉

も
、

口
を
し
う
こ
そ
な
り
も
て
ゆ
く
な
れ
。

し
か
し
、
語
義
と
し
て
直
接
的
の
意

と
す
る

に
は
、
時
代
が
他
の
用

例
と

へ
だ
た
り
過
ぎ
る
。
文
脈
上
の
理
解
と
見
れ
ば

そ
の
訳

で
差
し
支

え
は
な

い
が
、
「
た
だ
」

の
語
義

と
し

て
は
、
後
述

の
⑨
事

柄
限
定
強

調

の
例
と
見

る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
直
訳

す
れ
ば
、
「
た
ん

に
口
で
言
う

だ
け
の
言
葉
」
と

い
う

ほ
ど

の
意
味

で
あ
る
。

(
3
)

こ
の
種

の
同
語
反
復
的
な
形
式
に

つ
い
て
は
、
山
口
堯

二

「動
詞

の

重
複
形
式

に
つ
い
て

ー

「
に
」
「
と
」
を
介
す
る
形
式
を
主
に

ー

」

(「
国
語

国
文
」

二
九

・
六
、

一
九
六
〇

(昭
和

三
五
)
年
六
月
)

に

触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
山
口
康
子
氏

に
、

「「
二
」
を
介

す
る
同

一
動
詞
反
復
形
式

の
史
的
考
察

-

今
昔
物
語
集

ま
で
ー

」

(
「語
文

研
究

(九

州
大
学
)
」
三
九

・
四
〇
、

一
九
七
五

(昭
和
五
〇
)
年
六

月
)
一
な
ど
、
概
し
て
表
現
史
寄
り
の
論
考
が

い
く

つ
か
あ
る
。

(4
)

山
田
孝

雄

『日
本
文
法
学
概
論
』

(
一
九

三
六

〈
昭
和

一
一
〉
年
、

宝
文
館
)

で
は
、
比
況
を
表

す

「恰
も
」
「
さ
も
」
な
ど
を

「陳

述

の

副
詞
」

の

「
断
言

を
要
す
る
も
の
」

の

一
つ
と
す
る
。
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