
江
戸
期
、
明
和
・
安
永
と
い
う
年
は
、
本
居
宣
長
の
紐
鏡
や
常
士
谷
成
章
の

か
ざ
し
抄
の
稿
の
成
っ
た
年
で
あ
る
。
我
が
国
の
語
学
史
の
上
か
ら
見
る
な
ら

ば
、
宣
長
や
成
章
の
研
究
に
触
発
さ
れ
て
次
盈
と
語
学
研
究
害
が
（
主
と
し
て
、

て
に
を
は
研
究
、
満
語
研
究
）
出
版
さ
れ
、
明
和
以
後
約
八
十
年
間
、
弘
化
の

こ
ろ
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
専
門
書
が
出
つ
く
し
た
感
が
あ

（
注
１
）

る
。

し
か
し
、
当
時
の
語
学
書
は
独
立
し
た
研
究
の
成
果
と
し
て
出
さ
れ
る
も
の

は
な
か
っ
た
し
、
又
、
読
者
の
側
で
も
「
語
学
」
と
い
う
特
別
の
研
究
と
し
て

は
受
け
な
か
っ
た
。
か
ざ
し
抄
や
紐
鏡
が
で
た
明
和
よ
り
約
三
十
年
後
に
尾
崎

雅
嘉
の
編
で
、
浪
華
か
ら
出
版
さ
れ
た
群
書
一
覧
に
は
、
語
意
考
、
和
字
正
濫

紗
、
古
言
梯
な
ど
は
巻
二
、
字
書
瓶
に
、
又
、
紐
鏡
、
玉
緒
、
か
ざ
し
抄
な
ど

は
巻
五
、
歌
学
類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
一

活
語
研
究
に
し
て
も
本
居
春
庭
の
活
用
表
は
発
刊
当
時
、
一
般
の
理
解
の
及

び
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
義
門
は
当
時
の
こ
と
を

宣
炎
等
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

宣
長
等
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

は
じ
め
に

ｉ
「
久
方
の
光
の
ど
け
き
…
…
」
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

『

そ
の
比
は
八
街
の
ゑ
り
ま
き
と
な
れ
る
よ
り
ま
た
い
く
ら
の
年
も
つ
ま
さ
り

し
比
に
て
其
害
を
は
い
と
解
き
え
か
て
に
人
お
ほ
く
た
と
ノ
く
、
し
か
り
け
る

比
な
り
し
か
は
そ
の
作
ぬ
し
な
と
こ
そ
あ
ら
め
そ
の
書
み
て
か
う
や
う
の
事

か
つ
７
１
＼
も
い
ひ
出
つ
は
か
り
な
る
人
は
を
さ
ノ
く
、
世
に
な
か
り
し
な
り
。

ヘ
活
語
雑
誌
・
初
篇
一

〆
四
オ
ー
ウ
、

と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
様
な
状
態
か
ら
歌
学
な
ど
の
普
及
と
と
も
に
語
学
も
盛
ん
に
な
り
、
三

十
年
後
に
な
る
と

す
へ
て
刺
の
活
き
と
い
ふ
事
に
こ
こ
ろ
を
川
ふ
る
と
も
か
ら
も
と
し
に
さ
か

え
つ
つ
今
は
そ
の
す
ち
の
事
か
け
る
書
と
も
も
こ
れ
か
れ
と
見
え
し
ら
か
へ

と
．
…
・
・
（
畔
謡
雑
誌
・
初
篇
）

と
い
う
様
に
な
っ
た
。
弘
化
嘉
永
の
後
、
明
治
ま
で
は
、
い
わ
ば
、
以
上
八

十
年
間
の
学
説
の
徹
底
排
及
の
時
代
で
あ
っ
て
、
出
た
語
学
書
の
名
に
も
そ
れ

が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
様
な
、
明
和
・
安
永
よ
り
弘
化
・
嘉
永
ご
ろ
ま
で
の
時
期
を
と
ら
え
、

こ
の
間
に
研
究
活
動
の
も
っ
と
も
大
き
く
、
又
、
著
書
の
数
の
多
か
っ
た
宣
長
．

雄
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○
詞
通
路
（
春
庭
・
文
政
ｎ
．
一
八
二
八
）

○
活
語
指
南
（
義
門
・
天
保
ｎ
．
一
八
四
○
）

右
の
う
ち
遠
鏡
は
、
山
崎
美
成
頭
書
の
も
（

○
あ
ゆ
ひ
抄
（
成
章
・
安
永
２
．
一
七
七
三
）

○
助
辞
本
義
一
覧
（
守
部
・
天
保
６
．
一
八
一

春
庭
・
義
門
の
三
者
の
啓
蒙
的
な
書
で
短
歌
注
釈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
語
法

的
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
見
た
い
。
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
研

究
の
展
開
の
し
か
た
、
弟
子
た
ち
へ
，
の
継
承
の
し
か
た
の
一
端
を
も
う
か
が
っ

て
ぷ
た
い
・
資
料
に
は
、
後
記
六
つ
の
語
学
書
に
用
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
‐

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
《
つ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
ん
（
耗
今
集
、
二
）

の
歌
を
用
い
、
そ
の
注
釈
と
語
法
的
考
慮
と
を
比
較
す
る
。

小
論
の
テ
キ
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
全
部
木
版
本
で
あ
る
が
、

再
版
の
本
も
あ
り
、
国
語
学
史
上
の
い
わ
ゆ
る
脱
稿
初
刊
な
ど
の
年
と
は
多
少

ず
れ
が
あ
る
。
（
書
名
・
者
著
・
年
号
・
西
歴
年
の
順
）

○
詞
玉
緒
（
宣
長
・
文
政
哩
・
一
八
二
九
）

○
古
今
集
遠
鏡
（
宣
長
・
天
保
三
・
一
八
四
二
）

小
論
で
は
、
右
の
六
書
を
そ
れ
ぞ
れ
玉
緒
・
遠
鏡
・
通
路
。
指
南

義
と
略
記
す
る
。

以
下
、
次
の
順
序
で
の
べ
る

一
、
宣
長
の
方
法

二
、
春
庭
の
方
法

三
、
義
門
・
そ
の
他
の
方
法

堅
鏡
は
、
山
崎
美
成
頭
書
の
も
の
で
あ
る
。

（
成
章
・
安
永
２
．
一
七
七
三
）

覧
（
守
部
・
天
保
６
．
一
八
三
五
）

ぎ

。
｝

抄
』

本

四
、
ま
と
め

一
宣
長
の
方
法

本
居
宣
長
が
係
結
の
法
則
を
活
川
と
と
も
に
分
類
図
示
し
た
「
紐
鏡
」
を
脱

稿
し
た
の
は
明
和
八
年
で
あ
る
。
「
玉
緒
」
七
巻
は
こ
の
紐
鏡
の
法
則
を
八
代

集
を
中
心
と
し
た
和
歌
お
よ
び
文
章
を
例
証
と
し
た
（
約
二
千
七
百
五
十
の
和

歌
を
引
用
）
説
明
書
で
あ
る
。
「
遠
鏡
」
は
、
古
今
集
の
口
語
訳
で
あ
り
、
「
紐

鏡
」
後
二
十
三
年
の
出
版
で
あ
る
。
以
上
三
害
は
「
紐
鏡
」
後
十
年
ず
つ
の
間

隔
で
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
間
に
宣
長
の
短
歌
注
釈
の
方
法
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る
か
を
、

「
久
方
の
ｌ
‐
｜
の
歌
に
よ
っ
て
見
よ
う
。

玉
緒
六
巻
の
結
辞
の
項
（
第
四
十
段
「
ら
ん
一
）
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

○
か
な
の
意
に
通
ふ
ら
ん

右
の
よ
う
に
、
第
四
句
第
五
句
が

○

「
．
．
…
・
の
・
・
…
・
ら
ん
」

と
な
っ
て
い
る
歌
を
十
二
例
あ
げ
、
い
ず
れ
も
歌
中
△
の
所
に
「
何
と
て
」

を
入
れ
て
そ
の
意
を
考
え
る
と
説
く
。
又
、
「
の
」
が
な
く
て
も
、
末
尾
が
「
ら

ん
」
と
い
う
結
辞
だ
け
の
も
の
で
、
右
と
同
じ
解
釈
す
る
も
の
も
三
例
あ
げ
て

（
注
２
）

い
る
。宣

長
は
「
久
方
の
…
…
」
の
歌
を
例
に
「
ら
ん
」
と
い
う
結
辞
を
多
く
の
例

か
ら
帰
納
的
に
解
釈
し
た
。
そ
し
て
、
「
ら
ん
」
を
「
の
」
の
結
辞
の
一
と
し

と

久
方
の
光
の
ど
げ
き
存
の
日
に
し
争
っ
心
な
く
花
の
ち
る
向
同
Ⅳ
’

必

l伊

壁

一
一
一
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ノ

的
に
論
じ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

こ
れ
は
玉
緒
以
後
十
年
に
し
て
出
た
遠
鏡
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
遠
鏡
は

玉
緒
と
は
目
的
も
方
法
も
異
な
る
立
場
で
書
か
れ
た
本
で
あ
っ
て
、
古
今
集
の

短
歌
全
部
を
初
学
者
に
も
理
解
し
易
い
よ
う
に
口
語
で
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

宣
長
に
と
っ
て
も
、
叉
、
こ
の
種
の
本
と
し
て
も
最
初
の
害
で
あ
ろ
う
。

当
時
は
、
松
坂
・
京
都
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
各
地
で
宣
長
等
の
説
を
聞
か

（
桃
４
）

ん
と
し
た
人
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
直
接
口
述
し
て
い
る
の
と
同
じ
表
現

の
訳
文
が
出
版
の
形
で
出
さ
れ
た
原
因
も
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

端
書
に
書
か
れ
た
宣
長
の
口
語
訳
の
態
度
を
要
約
す
る
と
、

Ａ
口
語
に
つ
い
て
、

京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
の
俗
語
を
中
心
に
使
う
。
あ
ま
り
に
も
俗
な
語

や
一
時
的
な
流
行
語
と
思
わ
れ
る
も
の
は
さ
け
る
。
男
よ
り
女
の
語
に
歌

の
趣
を
よ
く
う
つ
す
語
が
あ
る
。

宣
長
幕
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

合

しつ

「
君
が
来
ま
さ
ぬ
」
な
ど
い
ふ
が
も
此
の
に
同
じ
・
・
・
・
．
．

と
あ
る
。

「
花
の
ち
る
」
は
眼
前
に
見
て
い
る
堺
実
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
「
ら
ん
」

を
、
「
然
る
ゆ
ゑ
を
疑
へ
る
て
に
を
は
也
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
注
３
）

こ
れ
は
春
樹
顕
秘
抄
を
は
じ
め
と
す
る
中
世
て
に
を
は
研
究
を
受
け
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
宣
長
は
そ
れ

て
あ
げ
て
い
る
所
に
特
色
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
春
の
日
」
「
秋
の
夜
」
な
ど

の
「
の
」
で
は
な
い
。
最
初
に
あ
げ
た
紐
銃
に
も
（
第
一
折
・
…
：
紐
鏡
は
一
枚

の
表
で
あ
る
）

○

下
の
用
の
語
に
意
の
及
ぶ
の
に
て
句
を
へ
だ
て
て
も
下
へ
か
か
る
な
り
又

○
○

に
八
代
集
の
中
の
歌
を
中
心
に
多
く
の
例
証
か
ら
そ
の
意
味
や
用
法
を
帰
納

を
係
結
の
法
川
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
、
さ

？

Ｂ
訳
語
に
つ
い
て

〕
俗
語
に
す
ぐ
訳
せ
な
い
も
の
は
二
三
の
俗
語
を
か
さ
ね
て
用
い
る

Ｃ
て
に
を
は
に
つ
い
て

て
に
を
は
を
言
い
変
え
た
り
添
え
た
り
省
い
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

歌
も
あ
る
。
倒
置
省
略
を
注
意
す
る
。
係
結
の
辞
は
、
そ
の
意
味
を
無
視

し
な
い
・
・
む
し
ろ
重
視
す
る
。
ぞ
・
ん
．
ら
ん
・
ら
し
・
か
な
・
け
り
等

の
訳
す
上
で
の
意
味
を
明
示
す
る
（
端
艸
の
約
叫
十
％
は
辞
の
個
別
的
具

体
的
な
意
味
の
解
説
で
あ
る
。
）

Ｄ
枕
伺
・
序
に
つ
い
て

こ
れ
は
訳
さ
な
い
。
そ
の
趣
を
語
釈
の
巾
に
生
か
す
。
全
諦
罐
蹴
距
化
雨
奉

ォ
、
Ｃ
、
同
五
ゥ
、
六
ォ
六
ウ
ー
）

十
二
ウ
、
Ｄ
、
同
十
二
ウ
、

な
ど
と
あ
り
、
古
今
集
の
序
か
ら
は
じ
ま
る
大
胆
な
口
語
訳
は
、
実
は
そ
の

底
に
細
か
い
語
法
的
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
わ
れ
る
。

注
５

さ
て
、
遠
鏡
中
の
該
当
部
分
（
巻
二
六
オ
）

日
ノ
光
リ
ノ
ノ
ド
カ
ナ
ュ
ル
リ
ト
シ
タ
存
ノ
日
ヂ
ャ
ニ
ド
ウ
イ
フ
「
デ
花
〈

此
ヤ
ウ
ニ
サ
ワ
７
１
、
卜
心
ゼ
ワ
シ
ウ
チ
ル
丁
ヤ
ラ

「
ら
ん
」
に
つ
い
て
玉
緒
に
示
し
た
通
り
、
「
そ
の
ゆ
ゑ
を
疑
へ
る
」
と
い

う
点
を
生
か
し
、
玉
緒
の
△
に
相
当
す
る
所
に
「
ド
ゥ
イ
フ
「
デ
」
を
入
れ
て

い
る
。
こ
の
歌
の
訳
し
方
の
特
色
を
順
序
不
同
で
列
記
す
る
と
、

一
玉
緒
の
語
法
的
考
慮
を
生
か
し
て
い
る

二
「
し
づ
心
な
く
」
を
「
此
ヤ
ウ
’
一
サ
ワ
ノ
、
ト
心
ゼ
ワ
シ
ウ
」
と
他
の

数
語
に
置
き
か
え
る

三
・
「
久
方
の
」
と
い
う
枕
詞
を
訳
の
上
で
は
無
視
し
、
「
日
」
と
い
う
語

に
す
る

ロ

●
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春
庭
は
宣
長
の
長
男
で
あ
る
。
失
明
後
（
宣
長
の
門
人
太
平
が
そ
の
あ
と
を

（
注
６
）

つ
い
だ
が
）
も
そ
の
門
人
の
数
は
父
よ
り
多
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

春
庭
は
、
そ
の
著
「
詞
八
街
」
に
お
い
て
、
活
用
の
種
類
と
活
用
形
の
数
を

繋
備
し
、
「
て
に
を
は
」
と
の
接
続
を
側
時
に
示
し
た
活
川
図
を
作
っ
た
。
宣

長
‐
成
章
・
眼
等
の
研
究
を
集
大
成
し
た
と
は
い
え
、
こ
れ
は
語
学
史
上
最
初

の
整
備
の
行
き
と
ど
い
た
活
用
表
で
あ
る
。
玉
緒
の
紐
鏡
に
対
す
る
ご
と
く
、

こ
の
活
川
表
一
枚
の
証
と
し
て
、
五
十
七
語
の
活
川
表
、
千
四
百
八
十
の
類
語
、

そ
し
て
、
そ
の
中
で
使
川
度
の
少
な
い
四
百
二
十
八
語
に
つ
い
て
は
原
典
の
一

部
を
の
せ
て
い
る
。

八
楢
の
書
の
後
二
十
年
に
し
て
通
路
を
出
し
た
。
こ
れ
は
動
詞
の
自
他
を
論

じ
た
害
で
あ
る
が
下
巻
は
八
術
の
学
習
法
・
指
導
法
が
出
て
い
る
。
そ
こ
で
一

つ
の
方
法
と
し
て
百
十
九
首
の
短
歌
に
つ
い
て
次
の
様
な
記
述
を
見
る
。
念
翅
、

淫
即
吟
識
”
秘
理
ゞ
か
識
函
罰
非
雌
球
檸
麺
関
係
、
）

Ｉ
Ｉ
Ｊ
吹
の
詞
へ
の
み
か
か
る

四
「
ら
ん
」
を
「
ド
ウ
イ
フ
「
デ
」
「
此
ヤ
ウ
’
一
」
「
ヤ
ラ
」
と
い
う
語
で

訳
し
て
い
る

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

右
の
様
に
、
紐
鏡
に
お
け
る
「
の
」
の
意
義
の
決
定
や
「
ら
ん
」
の
怠
義
の

分
類
、
さ
ら
に
玉
緒
の
数
多
く
の
例
記
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
方
法
が
、
初
学
者

対
象
の
遠
鏡
に
も
忘
れ
ら
れ
ず
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
た
、
文
全
体
の
樅
成
か
ら
各
語
の
訳
を
考
え
よ
う
と
し
た
態
度
と
も

一
言
鰈
え
卜
き
う
。

二
春
庭
の
方
法

4

､

〆

此
ら
ん
は
上
へ
何
と
て
と
い
ふ
こ
と
を
い
れ
て
見
る
格
な
り

歌
の
解
釈
は
玉
緒
や
遠
鏡
の
踏
襲
で
あ
る
が
、
之
を
視
覚
に
訴
え
、
記
号
化

し
、
歌
意
の
亜
点
を
記
号
に
よ
っ
て
Ⅲ
示
し
た
点
に
春
庭
の
特
色
が
あ
る
。
他

の
百
十
八
首
を
見
る
と
、
今
日
で
い
う
文
節
（
橋
本
氏
の
）
に
近
い
単
位
を
考

え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
文
の
認
定
や
連
用
修
飾
な
ど
の
考
え
方
も
う

か
が
わ
れ
る
。
口
印
で
表
わ
さ
れ
る
係
辞
が
な
く
て
「
ら
ん
」
と
い
う
結
辞
の

み
あ
る
こ
と
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宣
長
の
方
法
が
発
展
的
に
伝
え
ら

れ
た
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
活
用
研
究
と
合
わ
せ
て
、
構
文
研
究
の
た
め

の
応
川
的
方
法
に
展
附
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
一
つ
で
あ
る
。
春
庭
自
身
も
川

著
の
中
で
、
蚊
初
、
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
活
川
研
究
の
成

果
を
い
か
に
し
て
初
学
の
人
に
伝
え
る
か
を
考
え
た
結
果
の
一
方
法
で
あ
る
と

（
注
７
）

い
っ
て
い
る
。

語
法
指
導
に
専
門
的
術
語
を
濫
川
し
た
り
、
独
善
的
な
記
号
や
図
表
を
使
う

こ
と
は
当
時
い
ま
し
め
ら
れ
て
い
た
。
宣
長
も
、
玉
緒
巻
一
で
自
分
の
創
始
し

た
用
語
に
つ
い
て
説
明
し
た
後

す
べ
て
此
書
に
。
あ
る
い
は
三
転
。
或
は
結
び
辞
。
或
は
変
格
。
あ
る
い
は

ﾛ呂口l1

、
ノ
｜
、
Ｊ
可
１
１
１
４

匁
閻
拶
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
雅
臨
弾

て
に
を
は
の
句
を
へ
だ
て
て
か
か
る

上
へ
か
か
る

歌
意
の
切
れ
目
・

係
紡
（
□
が
係
、
□
が
結
）

枕
別

■

号
且
■
心

三
四
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歎
息
の
や
。
な
ど
い
へ
る
た
ぐ
ひ
の
名
目
は
。
お
の
が
今
あ
ら
た
に
ま
う
け

た
る
也
。
す
べ
て
物
を
く
は
し
く
を
し
へ
さ
と
す
に
は
。
か
な
ら
ず
何
く
れ

の
名
目
を
た
て
て
。
事
を
わ
か
た
で
は
。
さ
だ
か
に
し
め
し
が
た
き
事
お
ほ

か
る
有
り
。
や
む
こ
と
え
ず
し
て
。
か
り
に
ま
う
け
つ
る
物
ぞ
。
か
な
ら
ず

人
の
耳
を
お
ど
ろ
か
さ
ん
と
て
。
よ
に
こ
と
な
る
な
き
こ
と
を
こ
の
象
て
に

は
あ
ら
ず
。
き
き
な
れ
ず
と
て
。
な
お
も
ひ
と
が
め
そ
。
窪
球
汚
）

と
い
っ
て
い
る
。

・
春
庭
・
義
門
の
時
期
に
な
る
と
語
法
研
究
が
次
第
に
発
展
し
、
普
及
し
、
そ

れ
を
目
的
に
し
た
害
の
刊
行
を
見
る
に
至
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
語
の
分
類
に

伴
っ
て
術
語
設
定
の
機
運
が
生
ず
る
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
春
庭

は
活
用
の
種
類
を
分
類
し
命
名
し
た
し
、
義
門
は
活
用
形
に
つ
い
て
之
を
考
え

（
注
８
）

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
春
庭
の
、
こ
の
記
号
を
用
い
た
歌
の
分
析
は
、
当
時

の
初
学
者
の
眼
に
は
新
鮮
に
又
印
象
深
く
映
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
義
門
そ
の
他
の
方
法

義
門
は
自
分
の
命
名
し
た
活
用
形
の
一
、
連
川
形
愈
訓
電
と
）
の
説
明
に
「
久

方
の
」
の
歌
を
例
に
し
て
次
の
如
く
の
べ
る
。

１
１
１
用
ハ
タ
ラ
ク

●
○
の
●

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
ん

日
ノ
光
リ
ノ
長
閑
ニ
ュ
ル
リ
ト
ン
タ
日
ヂ
ャ
エ
ド
ウ
云
「
デ
花
ハ
ジ
ッ
チ

●
○
●
●

リ
依
覚
寛
女
ト
シ
タ
ル
シ
ヅ
カ
ナ
心
な
く
散
る
「
ヤ
ヲ
ト
云
歌
也

●
○

と
あ
り
、
右
の
「
な
く
」
の
所
に
線
を
引
い
て

連
用
言
。
初
学
ノ
為
ニ
イ
ハ
ン
花
〈
体
言
ナ
レ
ド
コ
コ
ハ
な
く
ち
る
へ
．
シ

④

ヅ
ク
、
な
く
ナ
レ
バ
く
ハ
コ
コ
ハ
連
用
ニ
テ
ッ
カ
ヘ
ル
モ
ノ
ゾ

宣
長
等
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

4

§

と
説
く
。
記
号
は
春
庭
の
も
の
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
春
庭
に
比
べ
て

効
果
の
上
で
は
徹
底
を
欠
く
。
口
語
訳
は
宣
長
よ
り
直
訳
的
で
あ
る
。
「
何
と

て
」
を
入
れ
る
点
な
ど
は
ふ
れ
ず
に
す
ま
し
て
い
る
。
義
門
の
強
調
し
て
い
る

の
は
「
な
く
」
は
体
言
・
「
花
」
に
直
接
接
統
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
「
ち

る
」
と
い
う
用
言
に
か
か
る
連
用
形
で
あ
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、

宣
長
の
よ
う
な
口
語
訳
を
つ
け
た
り
春
庭
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
い
る
の
で
あ

（
注
９
）

る
。
用
語
の
説
明
も
平
易
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
後
に
加
え
て
、
通
路
式
の
分
析
も
記
し
て
い
る
。
（
同
五
ウ
）

ｊ

ｊ
う
う
ｊ
一
ｊ
一

一
蜘
國
阿
回
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
ん

さ
き
の
通
路
の
分
析
と
多
少
異
な
る
所
が
あ
る
。

一
「
春
の
日
」
を
二
文
節
に
し
て
い
る

二
「
日
に
」
が
「
し
づ
心
な
く
」
と
「
花
の
」
に
か
か
る

三
「
の
」
「
ら
ん
」
の
係
結
に
は
全
然
ふ
れ
な
い

目
的
が
ち
が
う
と
同
一
の
短
歌
の
語
法
説
明
が
別
の
表
記
法
を
と
る
の
で
あ

る
が
、
義
門
は
わ
ざ
と
ち
が
え
た
の
か
ど
う
か
明
か
で
な
い
・

宣
長
・
春
庭
は
係
結
に
重
点
を
置
き
、
「
全
体
か
ら
個
へ
」
の
見
方
が
短
歌

の
解
釈
に
も
及
ん
で
い
る
様
に
思
う
。

こ
こ
で
宣
長
と
別
の
立
場
か
ら
語
法
の
上
で
「
久
方
の
」
の
歌
を
説
明
し
て

い
る
富
士
谷
成
意
と
、
宣
長
の
説
を
批
判
的
立
場
で
と
ら
え
た
桶
守
祁
と
の
二

者
の
方
法
を
一
瞥
す
る
。
‐

成
章
は
「
ら
ん
」
を
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
の
中
に
分
類
し
、
（
「
あ
ゆ
ひ
抄
巻
五
、

将
倫
三
、
十
三
ウ
、
何
ら
ん
）
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
係
結
び

か
ら
で
な
く
て
次
の
様
な
方
法
で
あ
る
。

＆

今

三
五

守



見
え
た
る
も
の
と
隠
れ
た
る
理
と
を
併
せ
て
詠
め
り
。

こ
れ
は
又
、
富
士
谷
成
章
全
集
に
よ
る
と
（
八
七
七
。
へ
）
成
章
の
書
き
入
れ

と
し
て
「
ら
ん
」
を
「
顕
」
と
「
幽
」
と
に
分
類
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

人
を
み
て
心
を
知
る
と
、
木
を
見
て
花
を
お
も
ふ
と
。
草
を
見
て
た
ね
を
う

た
が
ふ
と
の
三
あ
り
。
と
巧
み
に
比
喉
を
用
い
、

ら
ん
は
人
を
も
う
け
心
を
も
う
く
る
あ
ゆ
ひ
也
。
人
を
も
心
を
も
あ
ら
は
し

て
よ
め
る
も
の
あ
り
。
か
た
つ
か
た
を
は
ぶ
き
て
よ
め
る
も
あ
り
。
か
た
ひ

び
き
の
う
た
も
こ
れ
に
お
な
し
・

こ
の
最
後
の
「
ら
ん
」
が
「
久
方
の
」
歌
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
「
ら
ん
」

の
意
味
の
二
分
類
と
、
そ
の
説
明
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
初
学
者

に
ど
れ
ほ
ど
徹
底
し
た
か
。
さ
ら
に
（
抄
、
四
、
十
五
オ
）

末
な
き
詞
に
は
、
廃
を
承
け
て
「
人
や
見
る
ら
ん
」
「
衣
や
着
る
ら
ん
」
な

ど
詠
む
事
、
中
昔
よ
り
兄
ゆ
。
上
世
に
は
な
し
。
万
葉
に
は
．
：
…
略
・
・
・
…
中

昔
よ
り
は
・
・
…
・
略
…
…
近
昔
ご
ろ
。
…
・
・
略

の
よ
う
に
六
運
に
も
と
づ
い
て
語
史
的
に
説
い
て
い
る
点
は
八
代
集
を
も
と

に
し
た
宣
長
と
は
異
な
る
所
で
あ
り
、
現
代
で
は
宣
長
よ
り
説
得
力
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。
た
だ
障
害
は
術
語
の
む
つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

．
「
久
方
の
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
「
春
の
日
に
」
の
横
下
に
「
ナ
ド
」
と
入

‐
れ
、
こ
こ
で
一
旦
き
り
、
「
散
る
ら
ん
」
の
所
は
「
デ
Ｚ
フ
ウ
ゾ
」
と
訳
を
つ

け
て
い
る
。
宣
長
と
そ
の
訳
は
変
り
が
な
い
。
遠
鏡
に
先
立
つ
こ
と
十
六
年
で

あ
る
。
係
結
に
中
心
点
を
置
い
て
い
な
い
の
は
書
の
目
的
か
ら
ゑ
て
当
然
で
あ

る
が
、
「
ら
ん
」
そ
の
も
の
の
精
密
な
考
え
と
明
確
な
分
類
お
よ
び
、
歴
史
的

に
語
の
変
遷
を
見
て
い
る
点
は
す
ぐ
れ
た
特
色
で
あ
ろ
う
。

。

一
二
一
ハ

「
の
：
…
ら
ん
」
の
係
結
を
無
視
す
る
だ
け
で
な
く
積
極
的
に
否
定
し
た
の

は
橘
守
部
で
あ
る
。

守
部
の
考
え
方
は
後
世
音
義
派
と
い
わ
れ
、
本
義
が
宣
長
の
玉
緒
に
対
す
る

徹
底
的
な
批
判
の
上
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
同
書
「
の
」
の
項
に
玉
緒
の
説
を

と
り
上
げ
、
（
上
、
三
十
四
オ
）
・

用
の
語
よ
り
受
た
る
の
と
い
へ
る
。
こ
れ
も
わ
る
し
。
の
は
既
に
い
へ
る
や

う
に
。
体
語
の
下
に
の
ゑ
附
て
。
用
語
よ
り
受
る
事
．
絶
て
あ
る
事
な
し
・

然
る
に
こ
れ
ら
の
歌
に
。
用
語
よ
り
受
た
る
は
。
其
処
に
。
体
語
を
省
き
含

め
て
。
つ
づ
け
た
る
故
な
り
。

と
、
ま
ず
、
玉
緒
に
お
け
る
「
の
」
の
認
め
方
を
、
は
っ
き
り
否
定
し
、
次

に
「
久
方
の
」
の
歌
を
出
し
、
例
の
所
に
「
何
ト
テ
」
と
つ
け
て
「
ら
ん
」
に

傍
線
を
つ
け
て
い
る
・
「
ら
ん
」
に
つ
い
て
も
玉
緒
の
説
を
と
り
上
げ
、
念
毒

が
十
五
）

の
の
辞
の
結
び
と
せ
れ
ど
。
の
を
結
び
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
そ
も
Ｊ
、
ら
ん

と
云
て
。
直
く
に
其
事
を
疑
へ
る
に
は
。
上
に
や
。
何
等
の
指
辞
あ
り
て
・

其
辞
を
結
び
。
又
其
ゆ
ゑ
よ
し
を
疑
へ
る
方
に
は
、
上
に
指
辞
な
く
て
。
一

首
の
中
に
・
・
・
…
略
・
・
・
・
・
・

と
言
っ
て
い
る
・
な
お
、
こ
の
「
の
」
を
係
辞
か
ら
と
り
の
ぞ
く
説
は
守
部

が
言
い
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
今
も
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
守
部

（
注
皿
）

は
宣
長
の
紐
鏡
の
一
部
を
訂
正
し
た
と
い
う
事
に
な
る
。
た
だ
、
「
の
」
と
い

う
辞
の
最
初
の
説
明
が
、
音
義
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
は
素
直
に
納
得
で
き
な

い
。
守
部
の
説
き
方
は
、
や
や
す
る
と
激
越
な
点
が
見
ら
れ
、
あ
る
程
度
歌
学

（
注
皿
）

を
修
め
た
人
に
は
痛
快
で
あ
ろ
う
が
、
初
学
者
に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

宣
長
、
春
庭
な
ど
の
比
較
的
穏
当
な
説
き
方
に
少
し
読
ゑ
な
れ
て
く
る
と
守
部

、

e



「
久
方
」
の
歌
に
お
け
る
「
の
」
や
「
ら
ん
」
な
ど
を
中
心
に
し
た
語
法
的

解
釈
を
諸
書
に
見
て
き
た
が
、
各
諭
者
の
根
本
的
な
言
語
の
把
握
の
し
か
た
ガ
、

ど
ん
な
研
究
に
も
徹
底
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
う
い

ぅ
点
を
さ
ら
に
読
み
か
え
す
な
ら
ば
宣
長
・
春
庭
‐
義
門
を
中
心
と
す
る
人
だ

の
語
法
研
究
や
指
導
の
態
度
は
次
の
様
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
・
、
全
体
か
ら
個
へ
と
考
え
る
（
考
え
さ
せ
る
）

例
証
は
数
多
く
出
し
、
帰
納
曲
に
扱
う
。
一
文
中
で
は
構
女
的
に
意
を
と
ら

え
、
全
休
か
ら
佃
へ
、
川
か
ら
全
体
へ
と
語
法
上
の
思
考
を
有
機
的
に
往
復

さ
せ
る
・

二
、
合
理
的
に
考
え
る
（
考
え
さ
せ
る
）

あ
や
ふ
や
な
神
秘
感
を
排
除
す
る
。
法
則
を
た
て
る
時
に
は
で
き
る
だ
け
多

く
の
例
征
を
集
め
、
又
、
例
外
の
も
の
も
兄
の
が
さ
な
い
。
又
、
弟
子
に
向

っ
て
は
、
種
為
の
納
得
の
い
く
方
法
（
図
表
・
記
号
・
比
啼
・
例
示
）
を
考

え
、
大
い
に
多
く
の
人
の
批
判
を
仰
ぐ
様
に
す
る
。
平
易
な
口
語
訳
も
合
理

的
に
考
え
る
上
で
の
大
き
な
力
で
あ
る
。

宣
長
等
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

の
説
き
方
は
、
そ
の
効
果
の
上
か
ら
多
少
の
疑
問
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
「
何

と
て
」
と
い
う
語
を
入
れ
て
考
え
る
点
で
は
以
上
五
者
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
同
一
の
解
釈
は
、
宣
長
、
成
章
、
守
部
の
三
者
い
ず
れ
も
全

然
異
な
っ
た
根
拠
か
ら
出
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
と
思
う
。

「
久
方
の
」
の
歌
が
、
明
治
に
な
っ
て
現
在
ま
で
ど
の
様
に
説
か
れ
伝
え
ら

れ
て
来
た
か
に
つ
い
て
は
日
本
文
法
識
座
・
６
・
日
本
文
法
辞
典
危
雫
型
一
罹
吐

ぺ
）
、
日
本
文
法
・
文
語
篇
霜
碓
裁
認
低
一
八
四
．
へ
）
に
詳
し
い
。

四
ま
と
め

’

6

義
門
は
春
庭
の
「
詞
八
柵
」
の
序
文
の
中
に
仮
名
づ
か
い
の
誤
の
あ
る
の
を

見
つ
け
（
四
箇
所
）
著
者
で
あ
り
師
で
も
あ
っ
た
春
庭
に
直
接
面
談
し
て
之
を

た
し
か
め
た
。
活
語
雑
話
（
上
、
廿
八
ウ
）
に
こ
の
こ
と
を
記
し
た
後

ソ
モ
、
世
エ
宗
匠
ト
イ
ハ
レ
先
生
卜
信
ゼ
ラ
ル
ル
人
々
ノ
。
コ
ノ
ア
ャ
マ
リ

ヲ
ナ
セ
ル
ガ
。
指
シ
モ
ッ
ク
ス
マ
ジ
ク
イ
ト
粥
ダ
シ
キ
カ
ウ
レ
タ
サ
ョ
今
ヨ

リ
ノ
チ
ャ
ウ
ノ
、
明
力
｝
一
ナ
リ
ュ
カ
ン
ノ
チ
ノ
ヒ
ト
ニ
モ
ハ
ッ
ヘ
カ
ラ
ス

ヤと
言
っ
て
い
る
。
本
居
家
の
忠
臣
念
銅
悸
睡
轄
睡
誇
硴
吋
譲
蔵
）
と
さ
え
言
わ
れ

た
篤
実
な
学
肴
義
門
に
し
て
こ
の
よ
う
な
職
枇
的
な
発
言
の
あ
っ
た
こ
と
は
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
れ
も
「
合
理
的
に
考
え
る
」
と
い
う
一

つ
の
態
度
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上

注
１
（
イ
）

ａ
福
井
久
蔽
氏
は
「
日
本
文
法
史
」
の
年
表
一
（
維
新
以
前
に
お
け
る
文

法
に
関
す
る
も
の
）
の
中
で
百
二
十
一
書
を
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
項
目

別
に
見
る
と
半
数
以
上
は
こ
の
八
十
年
間
で
あ
る
。
（
）
は
そ
の
項
の

書
の
合
計
。

柵
語
の
部
弱
（
岨
）

て
に
を
は
の
部
妬
（
副
）

総
記
の
部
９
（
皿
）

ｂ
山
田
孝
雌
「
国
語
学
史
要
」
一
八
六
・
へ

契
沖
以
後
わ
が
国
語
学
の
為
に
上
の
如
く
種
々
の
学
者
が
出
て
種
炎
の
方

面
に
わ
た
り
、
漸
次
に
深
い
考
察
を
加
う
る
に
至
っ
た
が
、
し
か
し
仮
名

世
の
外
は
未
だ
真
に
学
川
の
領
域
に
入
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
状
態
に
在

っ
た
。
然
る
に
、
明
利
安
永
の
頃
、
富
士
谷
成
章
、
本
居
宣
長
の
二
大
学

三
七

す



1

者
が
並
び
出
て
、
そ
の
研
究
を
発
表
し
て
か
ら
、
わ
が
国
語
学
は
一
大
躍

進
を
と
げ
た
・

ｃ
時
枝
誠
記
「
国
語
学
史
」
に
お
い
て
も
、
全
休
を
五
期
に
分
け
た
研
究

史
に
、
「
明
和
安
永
よ
り
江
戸
末
期
」
の
設
定
が
あ
り
、
こ
の
期
の
解
説

は
他
の
四
期
の
合
計
と
同
じ
紙
数
を
費
や
し
、
研
究
史
の
中
心
と
な
っ
て

い
る
。

注
１
（
ロ
）

弘
化
以
後
の
代
表
的
な
語
学
書
を
あ
げ
る
。
た
だ
し
語
学
害
と
し
て
は
左

の
他
に
、
閲
文
典
に
の
っ
と
っ
た
鵺
峯
戊
申
の
語
学
新
書
（
天
保
四
・
一

八
三
三
）
が
あ
る
位
で
、
代
表
的
な
も
の
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
と
い
っ
て

よ
い
。
（
）
内
は
補
遺
訂
正
の
対
象
と
な
っ
た
先
行
の
害
と
考
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
い
ず
れ
も
省
略
す
る
。

玉
緒
末
分
節
（
玉
緒
）
・
て
に
を
は
係
辞
弁
（
玉
緒
）
・
紐
鏡
中
の
心
（
紐

鏡
）
・
挿
頭
紗
墹
補
（
か
ざ
し
抄
）
・
詞
玉
緒
補
遺
（
玉
緒
）
・
詞
八
術
補

遺
（
八
街
）
・
八
柵
大
略
（
同
）
・
八
衝
補
翼
（
同
）
・
八
衛
補
正
（
同
）
・

活
語
新
論
（
指
南
）

注
２

△

古
三
ほ
と
と
ぎ
す
わ
れ
と
は
な
し
に
う
の
花
の
う
き
世
中
に
な
き
わ
た

）
ノ
○
一
肘
阿
吋
四
一

△

同
八
わ
か
れ
て
ふ
こ
と
は
色
に
も
あ
ら
な
く
に
こ
こ
ろ
に
し
ゑ
て
わ
び

し
か
る
同
例
幽

△

同
十
八
わ
が
・
身
か
ら
う
き
世
の
中
と
な
げ
き
つ
つ
人
の
た
め
さ
へ
か
な
し

か
る
－
脚
同
Ⅷ
一
口
□

此
の
は
下
へ
か
か
る
の
に
あ
ら
ず

＝

･

汪
３
富
士
谷
成
章
全
集
上
巻
八
八
○
ゞ
へ
Ｉ
八
八
二
。
へ
の
竹
岡
正
夫
氏
の
解

に
よ
る
と
遠
鏡
刊
行
以
前
に
次
の
様
な
諸
害
に
「
久
方
の
」
の
歌
の
説

「
ら
ん
」
に
つ
い
て
解
説
が
行
わ
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
（
著
者
略
）

聞
害
（
も
つ
と
も
早
い
も
の
は
二
一
五
五
年
ご
ろ
）

・
姉
小
路
式
（
一
二
七
五
？
）

耳
底
記
（
一
五
九
九
）

春
樹
顕
秘
抄
（
一
六
一
○
以
前
）

春
樹
顕
秘
増
抄
（
一
七
三
七
以
前
）
・

て
に
を
は
義
憤
抄
（
一
七
六
○
）

て
に
は
網
引
鋼
（
一
七
七
○
）

倭
訓
栞
（
一
七
七
七
）

ま
た
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
「
古
今
和
歌
集
」
に
お
け
る
佐
伯
梅
友
氏

の
解
説
（
同
六
九
。
へ
Ｉ
七
五
・
へ
）
に
よ
る
と
、
宣
長
以
前
に
古
今
集
に
関

し
て
は
す
で
に
六
十
九
種
の
諸
註
釈
害
が
出
て
い
る
。

注
４
（
義
門
・
「
活
語
雑
話
」
各
篇
に
そ
の
情
勢
を
う
か
が
う
文
が
見
え

ザ
Ｑ
）

注
５
遠
鏡
（
ニ
ノ
六
オ
ー
ウ
）
頭
耆
の
註
・

ひ
さ
か
た
と
は
天
・
雨
・
月
・
み
や
こ
な
ど
い
ふ
冠
辞
也
。
天
の
か
た
ち

ひ
さ
ご

ヒ
ザ

は
ま
る
く
て
う
つ
る
な
る
を
瓠
の
内
の
ま
る
く
む
な
し
き
に
た
と
へ
て
瓠

カ
タ形

の
天
と
い
ふ
な
ら
ん
と
お
ぽ
．
ゆ
。
久
か
た
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日

に
て
ふ
は
空
の
ひ
か
り
と
い
ば
ん
が
ご
と
し
。

と
サ
ス
カ
タ

成
案
ず
る
に
ひ
さ
か
た
の
説
は
久
老
が
万
葉
考
に
日
刺
方
の
意
を
い
へ

る
が
ま
さ
り
て
や
う
に
お
ぽ
ゆ

注
６
（
国
語
学
辞
典
・
九
一
二
。
へ
．
白
石
大
二
氏
）

3

三
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’ 注
７
通
路
ニ
ノ
オ

お
の
れ
常
に
初
学
の
と
も
が
ら
の
歌
を
多
く
見
る
に
こ
れ
か
れ
あ
や
ま
る

事
多
け
れ
ば
い
か
で
し
ら
し
め
む
と
思
ひ
よ
り
け
る
ま
ま
に
い
に
し
へ
の

歌
ど
も
を
こ
れ
か
れ
川
し
て
其
か
か
る
て
に
を
は
の
さ
ま
を
心
得
安
か
る

べ
き
様
に
印
を
つ
け
筋
な
と
引
て
教
へ
諭
し
つ
る
な
り

注
８
両
者
の
創
始
し
た
川
諮
の
主
要
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

春
庭
’
四
種
の
活
の
図
・
四
段
の
（
一
段
の
・
中
二
段
の
・
下
二
段
の
）

》
術

義
門
ｌ
将
然
言
・
連
川
言
・
徴
断
言
・
連
休
言
・
己
然
言
・
希
求
言

右
の
二
者
は
独
創
的
な
研
究
ユ
ゼ
は
や
く
創
姑
し
た
富
士
谷
成
章
の
用
語
数

に
比
し
て
極
め
て
少
な
い
。

注
９
コ
レ
カ
ラ
ド
リ
ヤ
卜
初
メ
ア
ヶ
ル
。
コ
レ
カ
ラ
ュ
ク
サ
キ
ノ
「
ヲ
云
。

仏
シ
コ
レ
ハ
一
端
ニ
ッ
キ
シ
。
〈
ラ
ク
名
ゞ
ツ
ケ
タ
ル
潴
目
也
。
未
然
言
ナ
ド

宜
長
等
の
短
歌
注
釈
に
お
け
る
語
法
的
考
慮

’

ウ

’
ざ

｜’

’ヤ
ゥ
ニ
云
テ
モ
可
ナ
リ
。
コ
レ
ハ
マ
ヅ
挙
室
隅
↓
示
彗
一
隅
↓
ト
イ
ヘ
ル
風

○

情
ナ
リ
ト
シ
レ
。
花
サ
カ
ゞ
ハ
ト
云
へ
ゞ
〈
サ
カ
ヌ
サ
キ
’
一
云
ル
ー
｜
秀
カ
ノ

○
サ
ケ
ゞ
〈
卜
云
ル
ハ
チ
ャ
ン
ト
サ
ィ
テ
ス
ン
ダ
ヲ
云
己
塾
計
二
対
ス
ル
名
目

ナ
リ
。
（
指
南
上
・
三
オ
）

右
は
未
然
形
（
義
門
は
将
然
言
と
い
う
）
の
説
明
で
あ
る
。

注
加
こ
れ
は
後
に
萩
原
広
道
が
「
て
に
を
は
係
辞
弁
」
（
粥
永
二
・
一
八

四
九
）
で
は
っ
き
り
さ
せ
た
。
係
り
が
な
く
て
連
休
で
結
ぶ
の
を
余
情
あ

る
も
の
と
し
て
説
明
し
た
。

注
皿
「
ら
ん
」
に
つ
い
て
の
自
説
を
の
べ
、
続
い
て
、
こ
れ
ら
を
か
な
の

意
と
せ
る
。
其
釈
の
迂
遠
な
る
の
み
な
ら
ず
さ
や
う
に
解
て
は
、
例
の
本

意
に
疎
く
な
り
て
、
い
ょ
よ
学
び
の
妨
げ
と
も
、
な
り
ゆ
き
な
ん
も
の
を

や
。
‐

（
こ
れ
な
ど
ま
だ
お
だ
や
か
な
表
現
の
う
ち
に
は
い
る
。
）

ウ

吟

二二

九


