
テ
キ
ス
ト
に
、
岩
波
書
店
版
、
日
本
古
典
文
学
大
系
・
鈴
木
知
太
郎
氏
校
注

「
土
佐
日
記
」
（
昭
和
三
二
年
十
二
月
第
一
刷
本
）
を
用
い
た
。
こ
れ
を
選
ん

だ
事
情
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

貫
之
自
筆
本
が
発
見
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
一
般
に
学
界
に
お
い
て
善
本
と

序

注
①

文
の
・
構
造
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
は
、
現
在
、
必
ず
し
も
定
説
が
な
い
。
文

②

の
樵
造
の
記
述
方
法
も
、
試
み
の
段
階
に
あ
る
も
の
が
多
い
。

③

本
稿
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
現
代
文
に
つ
い
て
試
み
た
文
の
椛
造
の
記
述
法

を
用
い
て
、
古
典
作
品
、
土
佐
日
記
の
文
を
処
理
し
て
み
る
。
現
代
文
と
、
古

典
の
文
の
両
者
の
記
述
に
適
用
で
き
る
記
述
法
の
設
定
を
め
ざ
す
、
古
典
の
文

に
つ
い
て
の
第
一
回
の
作
業
で
あ
る
。

令
回
、
土
佐
日
記
を
選
ん
だ
の
は
、
土
佐
日
記
が
古
典
作
品
の
中
で
、
仮
名

の
日
記
と
し
て
初
期
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
テ
キ
ス
ト
と
文
の
認
定

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
構
造

１
文
の
構
造
の
記
述
法
の
試
み
‐

●

、
●
一

さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
鈴
木
氏
校
注
「
土
佐
日
記
」

は
、
今
Ｈ
、
学
界
に
お
い
て
善
本
と
さ
れ
て
い
る
藤
原
為
家
自
筆
本
系
統
本

①

の
青
難
書
屋
本
を
底
木
と
し
た
活
字
本
の
一
種
で
あ
る
た
め
・

鈴
木
氏
校
注
「
土
佐
日
記
」
で
は
、
四
六
一
文
を
認
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で

「
文
」
と
は
、
活
字
本
の
上
で
、
普
通
の
場
合
、
句
点
の
次
か
ら
句
点
ま
で
の

地
の
文
を
さ
し
、
特
別
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
歌
の
場
合
に
は
、
句
点
の
次
か

ら
歌
で
終
止
し
て
い
る
場
合
、
歌
の
最
後
ま
で
を
さ
す
。

「
文
」
の
認
定
は
、
ほ
と
ん
ど
を
鈴
木
氏
の
ま
ま
と
し
た
が
、
次
の
一
○
か

所
を
改
め
た
。
（
⑧
以
下
の
用
例
は
、
鈴
木
氏
校
注
「
土
佐
日
記
」
の
本
文
で

示
す
。
）

（
改
１
）

○
…
あ
り
け
る
を
ん
な
わ
ら
は
な
ん
こ
の
う
た
を
よ
め
る
、

（
１
月
Ⅱ
日
・
三
七
。
へ
）

（
改
２
）

○
か
象
か
ら
に
や
あ
ら
ん
、
く
に
ひ
と
の
こ
ふ
ろ
の
つ
れ
と
し
て
、
．
．
．

（
廻
月
聖
日
・
二
八
。
へ
）

○
三
ｎ
．
お
な
じ
と
こ
ろ
な
り
。
も
し
か
ぜ
な
み
の
「
し
ば
し
」
と
を
し
む

■

＆

長

田
久 ご

甲
ﾝﾉゴ



’．

（
改
３
）

こ
坐
る
や
あ
ら
ん
、
こ
上
ろ
も
と
な
し
。

（
１
月
３
，
．
三
二
。
へ
）

（
改
４
）

○
う
つ
く
し
け
れ
ば
に
や
あ
ら
ん
、
い
と
お
も
は
ず
な
り
。

（
１
月
７
日
・
三
四
ぺ
）

（
改
５
）

○
あ
か
ず
や
あ
り
け
ん
、
は
つ
か
の
、
よ
の
つ
き
い
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。

（
１
月
加
日
．
四
二
。
へ
）

（
改
６
）

○
お
ぼ
ろ
げ
の
願
に
よ
り
て
に
や
あ
ら
ん
、
か
ぜ
も
ふ
か
ず
、
よ
き
ひ
い
で

き
て
、
こ
ぎ
ゆ
く
。
（
１
月
虹
日
．
四
三
・
へ
）

（
改
７
）

○
ま
こ
と
に
や
あ
ら
ん
、
か
い
ぞ
く
お
ふ
と
い
へ
ぱ
、
よ
な
か
ぱ
か
り
よ
り

ふ
ね
を
い
だ
し
て
こ
ぎ
く
る
み
ち
に
、
た
む
け
す
る
と
こ
ろ
あ
り
。

（
１
月
妬
日
．
四
五
ぺ
）

（
改
８
）

○
い
つ
と
せ
む
と
せ
の
う
ち
に
、
千
と
せ
や
す
ぎ
に
け
ん
、
か
た
へ
は
な
く

な
り
に
け
り
・

（
２
月
略
日
・
五
八
。
へ
）

（
改
９
）

○
な
ほ
あ
か
ず
や
あ
ら
ん
、
ま
た
か
く
な
ん
。
（
２
月
略
ｎ
．
五
八
。
へ
）

（
改
加
）

○
け
ふ
は
ま
し
て
は
坐
の
か
な
し
が
ら
る
上
こ
と
は
、
く
だ
り
し
・
・
．

（
１
月
ｎ
日
・
三
七
・
へ
）

即
ち
、
一
○
か
所
と
も
、
鈴
木
氏
は
読
点
と
し
て
い
る
が
、
次
に
述
べ
る
事

情
か
ら
句
点
に
改
め
た
。

、
、

（
改
１
）
の
箇
所
。
こ
の
場
合
の
連
体
形
止
め
は
、
「
を
ん
な
わ
ら
は
な
ん
」

に
呼
応
す
る
結
び
の
連
体
形
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
改
２
）
Ｉ
（
改
９
）
の
箇
所
を
、
鈴
木
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
挿
入
句
の
終
わ
り
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
文
頭
に
位
置
し
た
挿
入
句
で
あ
り
、
形
式

的
に
も
文
終
止
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
箇
所
で
あ
る
。

（
改
加
）
の
箇
所
。
鈴
木
氏
は
、
こ
の
個
所
の
補
注
に
弓
け
ふ
は
ま
し
て
は

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
構
造

’

』

|，

上
の
か
な
し
が
ら
る
上
こ
と
は
』
が
ど
こ
に
続
く
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
」
と

述
べ
た
後
、
諸
説
を
紹
介
し
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
文
脈
の
処
理
と
解

釈
と
に
は
、
な
お
熟
考
を
要
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
日
本
古

典
全
書
、
萩
谷
朴
氏
校
注
「
土
佐
日
記
」
の
解
釈
（
同
書
・
八
二
。
へ
）
に
従
っ

て
句
点
に
改
め
た
。
即
ち
、
「
：
。
…
こ
と
は
。
」
と
切
っ
て
、
そ
の
「
は
」
を
感

動
を
表
わ
す
助
詞
と
し
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
土
佐
日
記
に
四
七
一
文
を
認
定
し
た
。
以
下

の
考
察
は
、
こ
の
四
七
一
文
を
材
料
に
し
て
の
記
述
で
あ
る
。

さ
て
、
文
の
内
容
理
解
が
で
き
な
け
れ
ば
、
文
の
分
解
は
で
き
な
い
と
言
わ

⑤
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
の
構
造
記
述
は
、
一
応
、
あ
る
一
つ
の
解
釈
に
基
づ

い
て
作
業
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
．
「
文
」
の
認
定
を
ほ
と
ん
ど
鈴
木
氏
に
従

っ
た
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
、
「
文
」
の
解
釈
の
出
発
点
を
、
ま
ず
、
鈴
木
氏

に
従
お
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
の
内
部
構
造
の
こ
ま
か
な
点
に

つ
い
て
は
、
鈴
木
氏
の
校
注
書
に
は
、
必
ず
し
も
一
を
明
記
し
て
い
な
い
。
そ

の
点
は
、
記
述
者
の
解
釈
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
に
あ

や
ま
り
が
あ
れ
ば
、
文
構
造
の
記
述
結
果
に
も
必
然
的
に
あ
や
ま
り
の
生
ず
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
記
述
の
方
法
そ
の
も
の
に
は
、

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
少
な
い
。

第
二
文
の
構
造
の
記
述
方
法

文
を
、
ま
ず
「
述
体
の
文
」
と
「
喚
体
の
文
」
と
に
二
大
別
す
る
。

述
体
の
文

手
丁
』
極
巽
ご
１

冑

、
４
－



＠
こ
れ
を
み
れ
ば
／
は
る
の
う
み
に
、
あ
き
の
》
」
の
は
し
も
ち
れ
る
や
う
に

ヂ
ニ
あ
り
け
る
。
（
１
月
型
日
）

右
の
一
線
が
。
次
成
分
」
の
切
れ
目
で
あ
る
。
例
文
は
、
⑳
＠
と
も
．
次

成
分
」
三
つ
か
ら
櫛
成
さ
れ
て
い
る
。

．
次
成
分
」
を
求
め
る
作
業
手
順
に
は
、
⑬
文
節
の
係
り
受
け
剛
を
作

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
求
め
る
場
合
と
、
、
文
節
の
係
り
受
け
図
に
よ
ら
ず
に
、

求
め
る
場
合
と
の
二
つ
が
あ
る
。
二
つ
は
、
手
順
に
違
い
が
あ
る
だ
け
で
原
理

は
川
じ
も
の
で
あ
る
。

④
文
節
の
係
り
受
け
図
に
よ
っ
て
、
文
を
構
成
し
て
い
る
直
接
単
位

（
一
次
成
分
）
を
求
め
る
方
法

Ｑ
そ
の
よ
し
、
い
さ
Ｌ
か
に
、
も
の
に
か
き
つ
く
へ
廻
川
型
Ⅱ
）

喚
体
の
文

○
う
る
は
し
き
花
か
な
。

④

山
旧
孝
雄
博
士
は
、
句
を
「
述
体
」
と
「
喚
体
」
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
た
。

⑦

ま
た
、
時
枝
誠
紀
博
士
も
統
一
す
る
辞
の
性
質
に
よ
っ
て
、
文
を
「
述
語
格
の

③
＠

文
」
と
「
独
立
格
の
文
」
と
に
二
大
別
さ
れ
た
。
市
川
孝
氏
、
芳
賀
綏
氏
に
も
、

ほ
ぼ
同
様
の
二
大
別
の
説
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
大
別
は
本
稿
廷
、
お
い
て
も
採

用
す
る
。

手
続
き
２

④
こ
の
‐
↓
ひ
と
，
小
、
の
／

⑩
．

述
体
の
文
を
岻
接
柵
成
し
て
い
る
単
位
を
．
次
成
分
」
と
す
る
。
ふ
か
き
ｌ
ｆ
こ

④
こ
の
ひ
と
卜
、
の
ふ
か
き
こ
塁
ろ
ざ
し
は
ご
」
の
う
桑
に
も
言
お
と
ら
ざ
る
こ
一

べ
し
。
‐
（
１
〃
９
，
）

戸

“
４
《

、
こ
れ
を
Ｉ
み
れ

は
る
の
Ｉ
ぅ

あ
き

一
四

１
，
文
を
文
節
に
区
切
る
。
⑮
右
傍
の
Ｉ
線
で
文
節
を
示
す
。

④
こ
の
ひ
と
み
、
の
ふ
か
き
こ
上
ろ
ざ
し
は
こ
の
う
み
に
も

お
と
ら
ざ
る
く
し
。
（
１
月
９
，
）

＠
こ
れ
を
象
れ
ぱ
は
る
の
う
ぶ
に
あ
き
の
こ
の
は
し
も
ち
れ

る
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。
（
１
月
皿
Ⅱ
）

２
、
文
節
の
係
り
受
け
図
を
作
る
。

⑳
入
の
文
節
が
Ｂ
の
文
節
に
係
る
こ
と
を
、
Ａ
Ｉ
Ｉ
↓
Ｂ
の
形
で
示
す
。

３
、
文
節
の
係
り
受
け
図
に
よ
っ
て
、
文
を
構
成
し
て
い
る
肛
接
単
位
（
一
次

成
分
）
を
求
め
る
。

さ
て
、
次
の
図
解
の
、
Ｕ
・
ｎ
ｕ
か
、
文
を
構
成
し
て
い
る
直
接
単
位
で
あ

る
。
即
ち
．
次
成
分
」
で
あ
る
、
Ｕ
印
の
部
分
を
、
「
係
り
成
分
」
、
口
印
の

部
分
を
、
「
受
結
び
成
分
」
と
呼
ぼ
う
。

「
係
り
成
分
」
は
、
次
の
三
つ
の
条
件
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
係
り
成
分
の
三
条
件
」
と
呼
ぶ
。
即
ち
、
こ
の
三
つ
の
条
件
を
満
足
さ
せ
る

よ
う
な
「
係
り
成
分
」
を
求
め
る
こ
と
が
．
次
成
分
」
を
求
め
る
手
続
き
で

ふ
か
き
‐
－
ｆ
こ
こ
ろ
ざ
し
は
ｌ
４－

こ
の
’
▼
う
み
に
も
１
丁
お
と
ら
ざ
る
・
へ
し
。

ぱ
ｌ

み
に
Ｉ

の
‐
‐
ｌ
↓
こ
の
は
し
、
も
ｌ
Ｌ
ち
れ
る
‐
１
ｔ
や
う
に
ぞ
’
十

1

あ
り
け
る



④
文
節
の
係
り
受
け
図
に
よ
ら
ず
に
、
直
接
敢
位
（
一
次
成
分
）
を
求
め
る
方
法

１
、
文
全
体
を
、
意
味
を
考
え
て
二
つ
に
区
切
り
、
「
係
り
成
分
１
」
を
求
め
る
。

係
り
成
分
１

⑳
こ
の
ひ
と
人
、
‐
の
ふ
か
き
こ
こ
ろ
ざ
し
熈
三
こ
の
う
象
に
も
お
と
ら
ざ
る
べ

（
代
表
部
）

し
。

、 ④ 。
「
係
り
成
分
」
ど
う
し
は
、
位
置
を
入
れ
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
位

磑
を
入
れ
換
え
て
も
、
も
と
の
文
と
論
理
的
意
味
に
か
わ
り
が
な
い
。

あ
る
。

④
「
係
り
成
分
」
内
の
文
節
は
、
そ
の
「
係
り
成
分
」
内
の
岐
後
の
文
節
（
こ

⑪

の
文
節
を
代
表
部
と
呼
ぶ
）
に
直
接
．
も
し
く
は
間
接
に
係
っ
て
い
く
こ
と
。

た
だ
し
、
例
外
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
係
り
成
分
」
の
巾
が
、
橋
本
博
士
の

⑫

い
う
「
同
位
文
節
」
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

⑧
「
係
り
成
分
」
は
「
受
結
び
成
分
」
に
直
接
、
係
っ
て
い
く
こ
と
。

一
の
’
’
’
ひ
と
入
、
‐
の
／
／／

〆

ふ
か
き
ｌ
ｆ
こ
塁
ろ
ざ
し
は

土
佐
日
一
記
に
お
け
る
女
の
構
造

9

Q

／
／

|／

（
代
表
部
）

３
、
「
係
り
成
分
２
」
を
除
‐
い
て
、
残
り
が
ま
だ
区
切
れ
る
と
き
は
、
同
じ
操

作
を
次
灸
と
ほ
ど
こ
せ
ば
よ
い
。

係
り
成
分
１

＠
こ
れ
を
桑
れ
ぱ
一
は
る
の
う
み
に
あ
き
の
こ
の
は
し
も
ち
れ
る

（
代
表
部
）

や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。

２
、
「
係
り
成
分
１
」
を
除
い
た
残
り
を
、
意
味
を
考
え
て
二
つ
に
区
切
り
「
係

り
成
分
２
」
を
求
め
る
。

。
係
り
成
分
２

係
り
成
分
１
係
り
成
分
２
受
結
び
成
分

④
こ
の
ひ
と
卜
、
の
ふ
か
き
こ
上
ろ
ざ
し
は
ご
」
の
う
詮
に
も
一
お
と
ら
ざ
る

く
し
。

係
り
成
分
１
係
り
成
分
２

＠
こ
れ
を
み
れ
ば
／
は
る
の
う
ぷ
に
あ
き
の
こ
の
は
し
も
ち
れ
る
や
う
に
ぞ
三

受
結
び
成
分

あ
り
け
る
。

一
五
，

＠

ｰ／空

1

〆
こ
の
う
象
に
も
一
お
と
ら
ざ
る
く
し
。

（
代
表
部
）

係
り
成
分
２

と
こ
ろ
で
、
「
係
り
成
分
１
」
「
係
り
成
分
２
」
…
「
係
り
成
分

Ｎ
」
（
注
、
Ｎ
は
競
後
と
い
う
意
味
）
：
？
・
・
を
求
め
る
と
き
の
区
切

り
方
は
、
先
に
あ
げ
た
「
係
り
成
分
の
三
条
件
」
を
全
部
満
足
さ
せ

る
区
切
り
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
⑬
④
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
も
、
文
を
構
成
し
て
い
る

直
接
単
位
（
一
次
成
分
）
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

り
成
分
１
係
り
成
分
２
受
結
び
戎
分

’
は
る
の
う
み
に
あ
き
の
↑
」
の
は
し
も
ち
れ
る
や
う
に
ぞ
三
あ
り
け
る
。

胃

LP

’



述
体
の
文
に
お
け
る
．
次
成
分
」
の
種
類
に
、
形
態
上
か
ら
区
分
し
た
も

の
と
、
機
能
上
か
ら
区
分
し
た
も
の
と
を
考
え
る
。
形
態
上
か
ら
の
区
分
は
、

⑬
「
句
で
あ
る
も
の
」
と
「
句
で
な
い
も
の
」
と
の
二
大
別
と
す
る
。
機
能
上
か

ら
の
区
分
は
、
「
受
結
び
成
分
」
「
係
り
成
分
」
「
連
結
成
分
」
「
標
示
成
分
」

の
四
大
別
と
す
る
。

係
り
成
分
○
係
り
成
分
△
係
り
成
分
．
○
受
結
び
成
分

○
こ
の
こ
と
ば
ノ
な
に
と
に
は
な
け
れ
ど
も
一
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
三
き
こ
え
た

（
句
で
な
い
）
（
句
）
（
句
で
な
い
）
（
句
）

る
。
（
１
月
即
日
）

連
結
成
分
①
受
結
び
成
分

○
し
か
れ
ど
も
一
ひ
れ
も
す
に
な
み
か
ぜ
た
Ｌ
ず
（
２
月
４
日
）

（
句
で
な
い
）
（
句
）

標
示
成
分
⑧
受
結
び
成
分

○
ま
つ
ば
ら
三
め
も
は
る
ば
る
な
り
。
（
２
月
５
日
）

（
句
で
な
い
）
（
句
）

要
す
る
に
、
文
を
椎
成
し
て
い
る
面
接
単
位
（
一
次
成
分
）
を
認
定
す
る
手
順

は
、
先
に
あ
げ
た
「
係
り
成
分
の
三
条
件
」
を
全
部
満
足
さ
せ
る
「
係
り
成
分
」

を
で
き
る
だ
け
多
く
認
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
考
え
方
を
準
用
し
て
、

「
受
結
び
成
分
」
以
外
の
．
次
成
分
」
を
認
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

文
を
構
成
し
て
い
る
直
接
単
位
（
一
次
成
分
）
は
、
そ
の
文
に
即
し
て
、
相
対

的
に
認
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
Ａ
文
に
お
い
て

直
接
単
位
（
一
次
成
分
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、
Ｂ
文
に
お
い
て
も
直
接
単
位

（
一
吹
成
分
）
で
あ
る
と
は
、
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

り

手
統
き
３

手
昼
種
差
」
、
４

け

甲
▲
Ｐ
》

述
体
の
文
に
お
け
る
．
次
成
分
」
の
組
み
合
わ
せ
・
排
列
の
類
型
を
も
っ

て
、
述
体
の
文
の
構
造
に
関
す
る
第
一
次
段
階
の
類
型
と
す
る
。
そ
の
結
果
、

①
入
れ
換
え
・
基
本
文
．
②
入
れ
換
え
・
句
の
文
．
③
入
れ
換
え
・
混
合
文
．

④
連
結
型
．
⑤
標
示
型
の
五
つ
を
た
て
る
。

①
入
れ
換
え
・
基
本
文

係
り
成
分
１
０
係
り
成
分
２
０

○
む
か
し
と
さ
と
い
ひ
け
る
と
こ
ろ
に
す
み
け
る
を
ん
な
ど
」
の
ふ
れ
に
皇
ま

受
結
び
成
分

じ
れ
り
け
り
。
，
（
１
月
羽
日
）

右
の
例
文
で
「
む
か
し
と
さ
と
い
ひ
け
る
と
こ
ろ
に
す
み
け
る
を
ん
な
」
と
「
こ

の
ふ
れ
に
」
と
は
、
位
置
を
入
れ
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
文
は
、
「
係

り
成
分
」
二
つ
と
「
受
結
び
成
分
」
一
つ
と
か
ら
椛
成
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
「
入
れ
換
え
・
基
本
文
」
は
、
「
受
結
び
成
分
」
が
一
つ
で
、
他
は

「
係
り
成
分
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
係
り
成
分
」
は
、
全
て
「
句
で
な
い
も

Ｏ

の
」
で
あ
る
。
「
係
り
成
分
」
が
句
で
な
い
と
き
、
そ
れ
を
／
印
で
示
す
。

②
入
れ
換
え
・
句
の
文

係
り
成
分
１
△
係
り
成
分
２
。
受
結
び
成
分

○
こ
れ
ら
を
ひ
と
の
わ
ら
ふ
を
き
奥
て
戸
う
み
は
あ
る
れ
ど
も
で
」
ふ
ろ
は
す

》
」
し
な
ぎ
ぬ
。
（
１
月
９
Ⅲ
）

右
の
例
文
で
、
「
こ
れ
ら
を
ひ
と
の
わ
ら
ふ
を
き
上
て
」
と
「
う
み
は
あ
る
れ

ど
も
」
と
は
、
位
置
を
入
れ
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
例
文
は
、
「
係
り

成
分
」
二
つ
と
、
「
受
結
び
成
分
」
一
つ
と
か
ら
構
成
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
「
入
れ
換
え
・
句
の
文
」
は
、
「
受
結
び
成
分
」
が
一
つ
で
、
他
は

「
係
り
成
分
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
係
り
成
分
」
は
、
全
て
「
句
」
で
あ
る
。

△

「
係
り
成
分
」
が
句
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
巨
印
で
示
す
。

、
、

一
一
、

｜
ニ
ノ

’



旬

○
ひ
れ
も
す
に
／
し
か
れ
ど
も
／
な
み
か
ぜ
た
上
ず
。

と
い
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
ひ
れ
も
す
に
」
が
ユ
次
成

分
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ と 結
成
分
」
で
あ
る
。
「
連
結
成
分
」
の
切
れ
目
を
①
印
で
示
す
。
「
連
結
成
分
Ｌ

右
ユ
令 は

普
通
、
接
続
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
連
結
成
分
」
を
除
い
た
残
り

な ，つ位右に
区
切
る
と
「
し
か
れ
ど
も
」
の
次
で
区
切
れ
る
。
「
し
か
れ
ど
も
」
が
、
「
連

⑤
標
示
型

次
が
〔
標
示
型
〕
の
例
で
あ
る
。

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
描
造

二
つ
に
区
切
る
と
、

○
ひ
れ
も
す
に
一
な
み
か
ぜ
た
上
ず
。

な
る
。
し
か
し
、
「
ひ
れ
も
す
に
」
と
、
は
じ
め
の
「
し
か
れ
ど
も
」
と
は
、

の
位
置
を
入
れ
換
え
て
、

③
入
れ
換
え
・
混
合
文

係
り
成
分
１
△
係
り
成
分
２
０
受
結
び
成
分

○
か
ぜ
な
承
や
ま
ね
ば
一
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
三
と
ま
れ
り
。
（
１
月
・
蝿
日
）

（
句
）
（
句
で
な
い
）
（
句
）

の
例
文
で
、
「
か
ぜ
な
ゑ
や
ま
ね
ば
」
と
「
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
」
と
は

置
を
入
れ
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
係
り
成
分
‐
’
二

と
、
「
受
結
び
成
分
」
一
つ
と
か
ら
椛
成
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

入
れ
換
え
・
混
合
文
」
は
「
係
り
成
分
」
が
「
句
で
あ
る
も
の
」
と
「
句
で

い
も
の
」
と
が
混
合
し
て
い
る
型
で
あ
る
。

④
連
結
型

連
結
成
分
①
受
結
び
成
分

○
し
か
れ
ど
も
一
ひ
れ
も
す
に
な
ゑ
か
ぜ
た
上
ず
（
２
月
４
日
）

の
例
文
で
、
先
に
述
べ
た
＠
の
手
順
に
よ
っ
て
意
味
を
考
え
て
全
体
を
二
つ

今
３

む

標
示
成
分
⑧
受
結
び
成
分

○
ま
つ
ば
ら
／
め
も
は
る
ば
る
な
り
。
（
２
月
５
日
）

標
示
成
分
⑧
受
結
び
成
分

○
か
じ
と
り
の
い
ふ
や
う
弓
く
る
と
り
の
も
と
に
、
し
ろ
き
な
象
を
よ
す
。
」

と
ぞ
い
ふ
。
（
１
月
即
日
）

右
の
例
文
で
、
全
体
の
意
味
を
考
え
て
二
つ
に
区
切
る
と
、
「
ま
つ
ば
ら
」
「
か

ぢ
と
り
の
い
ふ
や
う
」
の
次
で
区
切
れ
る
。
「
ま
つ
ば
ら
」
「
か
ち
と
り
の
い

ふ
や
う
」
が
〔
標
示
成
分
〕
で
あ
る
。
〔
標
示
成
分
〕
の
切
れ
目
を
⑥
印
で
示

す
。

⑭

「
標
示
」
の
用
語
及
び
概
念
は
、
芳
賀
綏
氏
に
ほ
ぼ
従
う
。
芳
賀
氏
は
、
積

極
的
に
関
係
づ
け
の
は
た
ら
き
を
せ
ず
、
た
だ
消
極
的
に
文
脈
の
中
に
意
味
を

も
つ
と
い
っ
た
形
の
文
節
を
セ
ン
テ
ン
ス
の
中
に
お
け
る
「
遊
離
語
』
と
し
、

「
遊
離
語
の
」
一
つ
に
、
「
標
示
」
を
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

○
土
俵
上
、
行
司
の
軍
配
か
え
っ
て
両
者
待
っ
た
な
し
の
立
合
い
で
す
。

○
池
Ⅲ
い
わ
く
、
「
わ
た
し
は
ウ
ソ
は
申
し
ま
せ
ん
」
。

な
ど
の
ｌ
線
を
「
標
示
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
右
の
場
合
１
１
線
を

〔
標
示
成
分
〕
と
す
る
。

．
〔
標
示
型
〕
は
、
〔
標
示
成
分
〕
と
〔
受
結
び
成
分
〕
の
二
つ
か
ら
構
成
さ

れ
る
型
の
文
で
あ
る
。

〔
受
結
び
成
分
〕
の
「
め
も
は
る
ば
る
な
り
」
を
二
つ
に
区
切
っ
て
、

標
示
成
分
一
⑧

○
ま
つ
ば
ら
三
め
も
ノ
は
る
ば
る
な
り
。

③
⑤

と
し
た
場
合
八
④
と
⑥
の
位
置
を
入
れ
換
え
て
、

○
め
も
一
ま
つ
ば
ら
／
は
る
ば
る
な
り
。

⑤
、

一
七

Z

』
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〔
分
配
構
文
〕

係
り
成
分
Ｏ
受
け
結
び
成
分

○
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
／
に
く
げ
な
ら
ず
、
ゐ
や
や
か
な
り
。

（
句
で
な
い
）
（
句
）

（
２
月
脂
日
）

右
の
例
文
の
．
次
成
分
」
は
通
「
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
」
と
「
に
く
げ

と
い
う
こ
と
は
無
理
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
⑤
の
「
め
も
」
は
こ
の
文
で
は
．

次
成
分
」
に
は
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

述
休
の
文
に
お
け
る
．
次
成
分
」
を
直
接
構
成
し
て
い
る
単
位
を
「
二
次

成
分
」
と
す
る
Ｐ
「
二
次
成
分
」
も
、
そ
れ
が
、
「
句
で
あ
る
も
の
‐
｜
と
「
句

で
な
い
も
の
」
と
に
察
か
れ
る
。

「
句
を
な
し
て
い
る
一
次
成
分
」
に
つ
い
て
だ
け
「
二
次
成
分
」
を
求
め
る

そ
し
て
、
「
二
次
成
分
」
が
「
句
」
を
な
し
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
述
体
の
文

の
構
造
に
関
す
る
第
二
次
段
階
の
類
型
に
取
り
入
れ
る
。

「
手
続
き
５
」
に
よ
っ
て
、
新
し
く
〔
分
配
構
文
〕
と
〔
屈
折
構
文
〕
と
が

認
定
さ
れ
る
・
・
ま
た
、
〔
連
結
型
〕
に
お
い
て
「
連
結
成
分
」
を
除
い
た
残
り

の
「
受
結
び
成
分
」
は
、
後
述
す
る
「
係
り
型
」
の
い
ず
れ
か
の
類
型
と
同
じ

に
な
る
。
さ
ら
に
、
．
〔
標
示
型
〕
に
お
い
て
も
「
標
示
成
分
」
を
除
い
た
残
り

の
「
受
結
び
成
分
」
も
、
後
述
す
る
「
係
り
型
」
の
い
ず
れ
か
の
類
型
と
同
じ

に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
新
し
く
認
定
さ
れ
る
〔
分
配
椛
文
〕
と
〔
屈
折
構
文
〕
に
つ
い

て
だ
け
述
べ
る
。

手
続
き
５

Ｂ
ｇ
》

一
八

な
ら
ず
、
ゐ
や
や
か
な
り
」
と
の
二
つ
で
あ
る
。
例
文
は
こ
の
段
階
で
は
、
「
入

れ
換
え
構
文
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
受
け
結
び
成
分
」
の

○
「
に
く
げ
な
ら
ず
ゐ
や
や
か
な
り
」

が
「
句
」
を
な
し
て
い
る
の
で
、
「
手
続
き
５
の
前
段
」
に
従
っ
て
「
二
次
成

分
」
を
求
め
て
ゑ
る
と
、△

○
に
く
げ
な
ら
ず
、
ゐ
や
や
か
な
り
。
（
②
二
次
成
分
の
切
れ
目
は
尽
印
で
示

・
す
）

と
な
り
、
二
次
成
分
の
「
に
く
げ
な
ら
ず
」
も
「
ゐ
や
や
か
な
り
」
も
共
に

「
句
」
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
手
続
５
の
後
段
」
に
従
っ
て
、
こ

れ
を
、
述
体
の
文
の
構
造
に
関
す
る
第
二
次
段
階
の
類
型
に
取
り
入
れ
る
こ
と

Ｏ
△

に
な
る
。
例
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
／
印
は
、
そ
の
成
分
が
二
つ
に
分
配
さ

れ
る
こ
と
を
示
す
。

Ｏ
△

△

○
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
三
に
く
げ
な
ら
ず
匙
ゐ
や
や
か
な
り
。

③
⑤
＠

〔
分
配
構
文
〕
は
、
数
学
で
い
う
次
の
「
分
配
の
法
則
に
」
類
似
し
た
点
が
あ
る
。

四
（
ず
＋
の
）
’
四
ウ
＋
四
○

左
側
の
式
は
、
ａ
が
共
通
因
子
な
の
で
（
）
の
外
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
式
を
解
く
と
き
に
は
、
右
側
の
式
の
よ
う
に
ａ
を
ｂ
と
Ｃ
に
分
配
し
て
、

ゆ
ず
＋
い
の

と
す
る
。
同
様
に
、
先
の
〔
分
配
構
文
〕
は
、

○
ラ
、
／
ｓ
９
代
ｓ
ダ
命
ダ
ロ
言
、
〈
弓
舛
伊
奄
三
か
舟
考
号
舜
Ｆ

沙
十
。
）

（
ロ

ー
ダ
、
／
ｅ
・
峠
ｅ
ダ
。
ず
ご
丙
〈
尋
舛
研
玲
へ
ラ
、
／
Ｓ
・
ト
ダ
微
ダ
雪

画’
P

’ 〆
唾
Ｂ
』

す

浄



ID

〔
入
れ
換
え
構
文
〕
を
、
一
本
の
直
線
に
た
と
え
る
と
、
「
屈
折
構
文
」
は
、

③
⑥
＠

／
、
／
の
よ
う
に
三
本
以
上
の
直
線
が
連
続
し
、
か
つ
屈
折
し
た
構
造
の
文
で

△
△

あ
る
。
屈
折
を
示
す
符
号
に
一
・
三
を
用
い
る
。

○

と
な
る
。
つ
ま
り
、
ａ
の
「
い
へ
の
ひ
と
の
い
で
い
り
」
を
、
ｂ
・
Ｃ
に
分
配

す
る
こ
と
に
な
る
。

〔
屈
折
構
文
〕

例
文
は
．
次
成
分
」
と
し
て
は
、

△

○
み
を
つ
く
し
の
も
と
よ
り
い
で
て
な
に
は
に
つ
き
て
／
か
は
じ
り
に
い
る
。

（
２
月
６
日
）

の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
〔
入
れ
換
え
構
文
〕
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
係
り
成
分
」
の
「
み
を
つ
く
し
の
も
と
よ
り
い
で
て
な
に
は

に
つ
き
て
」
が
「
句
」
を
な
し
て
い
る
の
で
、
「
手
続
き
５
の
前
段
」
に
従
っ

て
、
「
二
次
成
分
」
を
求
め
て
桑
る
と
、

、

○
み
を
つ
く
し
の
も
と
よ
り
い
で
て
、
な
に
は
に
つ
き
て

と
な
り
、
「
二
次
成
分
」
の
「
み
を
つ
く
し
の
も
と
よ
り
い
で
て
」
も
、
「
な

に
は
に
つ
き
て
」
も
共
に
「
句
」
を
な
し
て
い
る
。
次
に
、
「
手
続
き
５
の
後

段
」
に
従
っ
て
、
述
体
の
文
の
構
造
に
関
す
る
第
二
次
段
階
の
類
型
に
取
り
入

れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
文
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

△

△

○
象
を
つ
く
し
の
も
と
よ
り
い
で
て
、
な
に
は
に
つ
き
て
／
か
は
じ
り
に
い
る
。

＠
⑤
＠

ひ
イ
イ
サ
舜
口

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
構
造

壬
匙
祇
姿
ｃ
６

２
Ｆ
全

ウ

｜
ｌ
［
幟
榊
峠
蓉
誰

ｌ
述
体
ｌ
｜

１
’
１
述
結
型
…

｜
‐
‐
標
示
型
…

「
・
…
・
・
…
…
・
・
・
…
…
・
・
：
。
…
：
…
・
・
…
…
喚
体
・
基
本
文

一
．
‐
ｌ
喚
体
一
：
：
…
．
：
。
…
：
・
・
…
…
・
・
・
…
・
…
…
・
・
・
：
装
定
・
喚
体
文

「
入
れ
換
え
・
基
本
文
」
「
入
れ
換
え
・
句
の
文
」
「
入
れ
換
え
・
混
合
文
」

の
三
つ
は
、
成
分
の
組
翠
合
わ
せ
排
列
に
、
一
次
成
分
だ
け
を
取
り
入
れ
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
係
り
成
分
の
入
れ
換
え
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
。
「
入
れ
換
え
構
文
」
と
仮
称
す
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
分
配
構
文
」

と
「
屈
折
構
文
」
と
は
、
成
分
の
組
拳
合
わ
せ
排
列
に
二
次
成
分
以
下
を
も
取

り
入
れ
て
あ
っ
て
、
し
か
も
、
係
り
成
分
の
入
れ
換
え
が
不
可
能
で
あ
る
。

「
入
れ
換
え
構
文
」
「
分
配
構
文
」
「
屈
折
構
文
」
の
三
つ
・
は
、
文
頭
に
位

置
す
る
一
次
成
分
が
、
「
係
り
成
分
」
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
「
係
り

型
」
と
仮
称
す
る
。
文
頭
に
位
置
す
る
一
次
成
分
が
「
連
結
成
分
」
で
あ
る
の

を
「
連
結
型
」
、
「
標
示
成
分
」
で
あ
る
の
を
「
標
示
型
」
と
仮
称
す
る
。

「
係
り
型
」
「
連
結
型
」
「
標
示
型
」
は
、
す
べ
て
、
「
受
結
び
成
分
」
を

一
九

上
記
「
手
続
き
４
」
で
の
類
型
と
「
手
続
き
５
」
・
で
の
類
型
と
を
組
拳
合
わ

せ
て
、
述
体
の
文
の
文
構
造
の
類
型
と
す
る
。
そ
れ
に
、
喚
体
の
文
の
型
を
加

え
て
、
仮
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
。

Ｉ
係
り
型

｜
Ｉ
入
れ
換
え
榊
交

り

一
い
抑
“
蓉
一
唯
嘩
錘

一
入
れ
換
え
・
混
合
文



持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
最
後
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
共
通
し
た
現
象
で
あ

る
。
こ
の
事
実
に
若
目
し
て
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
述
休
の
文
」
と
し
、
次

の
「
喚
体
の
文
」
に
対
立
さ
せ
た
。

「
喚
体
の
文
」
は
、
山
田
博
士
の
「
喚
体
の
句
」
時
枝
博
士
の
「
独
立
格
の

文
」
、
市
川
氏
の
「
投
げ
か
け
文
」
、
芳
賀
氏
の
「
非
叙
述
体
の
文
」
と
同
じ
で

あ
る
。
こ
の
型
の
文
は
、
①
体
言
あ
る
い
は
体
言
相
当
語
、
②
体
言
十
終
助
詞
、

③
感
動
詞
の
い
ず
れ
か
で
終
止
す
る
。

「
喚
体
の
文
」
を
、
も
し
直
接
単
位
に
分
解
す
る
と
す
れ
ば

④
う
る
は
し
き
一
花
か
な
。
（
山
山
博
士
の
用
例
）

＠
山
深
象
春
と
も
知
ら
ぬ
松
の
戸
に
絶
え
人
＼
か
塁
る
三
雪
の
玉
水

（
時
枝
博
士
の
用
例
）

④
な
に
も
知
ら
な
か
っ
た
乏
私
！
（
市
川
氏
の
川
例
）

ｅ
そ
↑
」
へ
行
く
か
わ
い
い
宝
や
嬢
さ
ん
！
（
芳
賀
氏
の
用
例
）

の
よ
う
に
、
体
言
（
体
言
相
当
語
の
場
合
も
あ
る
）
の
施
前
で
二
分
さ
れ
る
。

二
分
さ
れ
た
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
「
成
分
」
の
名
称
を
あ
た
え
る
と
す
れ
ば
、
三

⑮

線
よ
り
上
を
、
佐
久
間
鼎
博
士
の
用
語
を
借
用
し
て
「
装
定
成
分
」
と
呼
び
、

女
線
よ
り
下
を
「
喚
体
成
分
」
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

次
の
例
は
、
「
喚
体
成
分
」
だ
け
の
例
で
あ
る
。

○
太
郎
や
。
（
市
川
氏
の
用
例
）

○
お
い
。
（
市
川
氏
の
川
例
）

○
真
知
子
さ
ん
！
（
芳
賀
氏
の
用
例
）

要
す
る
に
「
喚
体
の
文
」
の
臓
接
単
位
は
、
「
装
定
成
分
」
と
「
喚
体
成
分
」

で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
「
喚
体
成
分
」
だ
け
で
あ
る
。

が

令
已
』

１
、
係
り
成
分
が
四
つ
あ
る
例
、
②
①
②
③
④
が
係
り
成
分
で
あ
る
。

①
②
③
①

○
け
ふ
、
／
か
ら
く
し
て
／
い
づ
象
の
な
だ
よ
り
／
を
づ
の
と
ま
り
を
一
お
ふ
。

（
２
月
５
日
）

①
②

○
か
か
る
あ
ひ
だ
に
〉
ふ
な
ぎ
ゑ
の
病
圭
且
も
と
よ
り
こ
ち
卜
、
し
き
ひ
と
に

①
④

て
／
か
う
や
う
の
こ
と
、
一
さ
ら
に
し
ら
ざ
り
け
り
。
（
２
月
７
日
）

①
②
③
④

○
た
ち
て
ゆ
き
し
と
き
よ
り
は
、
之
く
る
と
き
ぞ
／
ひ
と
は
／
と
か
く
三
あ
り
け

る
。
（
２
月
略
日
）

①
②
③
④

○
こ
よ
ひ
、
弓
か
か
る
こ
と
」
と
ご
」
わ
だ
か
に
－
も
の
も
章
い
は
せ
ず
。

（
２
月
亜
日
）

２
、
係
り
成
分
が
三
つ
あ
る
例

．
①
②
③

○
そ
の
よ
し
三
い
さ
Ｌ
か
に
／
も
の
に
皇
か
き
つ
く
・
（
蚫
月
幻
日
）

①
②
③

○
か
み
の
た
ち
よ
り
／
よ
び
に
三
ふ
象
三
も
て
き
た
な
り
。
（
皿
月
妬
日
）

①
②
、

○
ひ
と
卜
、
／
た
え
ず
三
と
ぶ
ら
ひ
に
三
く
。
（
１
月
５
日
）

①
②
③

○
か
く
て
ご
」
の
あ
ひ
だ
に
ご
」
と
一
お
ほ
か
り
。
（
１
月
７
日
）

３
、
係
り
成
分
が
二
つ
あ
る
例

①
②

○
も
て
き
た
る
も
の
よ
り
は
女
う
た
は
／
い
か
が
あ
ら
ん
。
（
１
月
７
日
）

土
佐
日
記
、
四
七
一
文
に
つ
い
て
、
第
二
に
述
べ
た
方
法
で
、
そ
の
文
構
造

を
処
理
し
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
述
べ
る
。
用
例
は
紙
面
の
都
合
で
最
小
限

と
す
る
。入

れ
換
え
・
基
本
文

第
三
構
造
上
か
ら
み
た
「
土
佐
日
記
の
文
」

種

一
面
も
》

二

r、
ヱノ



の
③

○
こ
れ
ぞ
三
た
上
は
し
き
や
う
に
て
一
む
ま
の
は
な
む
け
し
た
る
。（

⑫
月
鰡
、
）

①
②

○
講
師
一
む
ま
の
は
な
む
け
し
に
一
い
で
ま
せ
り
。
（
哩
月
型
、
）

①

○
か
く
う
た
ふ
に
弓
ふ
な
や
か
た
の
ち
り
も
ち
り
、
そ
ら
ゆ
く
く
も
も
た
Ｎ

＠

よ
ひ
ぬ
・
」
と
ぞ
三
い
ふ
な
る
。
（
皿
月
幻
日
）

４
、
係
り
成
分
が
一
つ
あ
る
例

①

○
や
ぎ
の
や
す
の
り
と
い
ふ
ひ
と
言
あ
り
。
（
哩
月
謁
日
）

①

○
そ
れ
の
と
し
の
し
は
す
の
は
つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ
の
い
ぬ
の
と
ぎ
に

言
か
ど
で
す
。
（
哩
月
創
日
）

①
、

○
こ
の
い
け
と
い
ふ
は
／
と
こ
ろ
の
な
な
り
。
（
１
月
７
日
）

①

○
か
く
は
／
い
ふ
も
の
か
。
（
１
月
７
日
）

５
、
受
け
結
び
成
分
だ
け
の
例

○
な
ほ
お
な
じ
と
ま
り
な
り
。

（
１
月
１
日
）

○
き
の
ふ
の
ご
と
し
。
（
１
月
６
日
）

○
い
ま
し
、
か
も
め
む
れ
ゐ
て
あ
そ
ぶ
と
こ
ろ
あ
り
。

（
２
月
５
日
）

○
か
な
ら
ず
し
も
あ
る
ま
じ
き
わ
ざ
な
り
。
（
２
月
猫
日
）

入
れ
換
え
・
句
の
文

１
：
「
係
り
成
分
」
が
一
つ
あ
る
例
。

△

○
を
と
こ
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
を
む
な
も
し
て
ぷ
ん
と
て
言
す
る

な
り
。

（
哩
月
釦
日
）

△

○
か
ぜ
ふ
け
ば
で
え
い
で
た
入
ず
。
（
１
月
４
日
）

△

○
こ
と
ひ
と
７
が
＼
の
も
あ
り
け
れ
ど
、
／
さ
か
し
き
も
な
か
る
べ
し
。

（
廻
月
沁
同
）

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
椎
造

I

入
れ
換
え
・
混
合
文

△
・

１
係
り
成
分
が
二
つ
あ
る
例
。
④
「
係
り
成
分
」
が
句
で
あ
る
場
合
を
一
印
で

示
す
。

△
○

④
か
ぜ
な
み
や
ま
ね
ば
一
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
に
一
あ
り
。
（
１
月
５
日
）

○
△

＠
「
そ
も
そ
も
い
か
堂
よ
ん
だ
る
・
」
と
三
い
ぶ
か
し
が
り
て
て
」
ふ
。

（
１
月
７
日
）

０
△

⑤
け
ふ
／
ふ
れ
に
の
り
し
ひ
よ
り
か
ぞ
ふ
れ
ば
三
象
そ
か
あ
ま
り
こ
こ
ぬ
か
に

な
り
に
け
り
。

（
１
月
釦
日
）

２
係
り
成
分
が
三
つ
あ
る
例
。

△
○
○

④
お
ほ
か
た
の
み
な
あ
れ
に
た
れ
ば
、
弓
あ
は
れ
」
と
ぞ
三
ひ
と
ぴ
と
三
い
ふ
。

△

○
こ
の
う
た
を
↑
‐
一
れ
か
れ
あ
は
れ
が
れ
ど
も
、
三
ひ
と
り
も
か
へ
し
せ
ず
。

（
１
月
７
日
）

２
「
係
り
成
分
」
が
二
つ
あ
る
例
。

△

○
あ
り
と
あ
る
か
み
し
も
、
わ
ら
は
ま
で
ゑ
ひ
し
れ
て
、
ご
文
字
を
だ
に
し

△

ら
ぬ
も
の
し
が
、
あ
し
は
十
文
字
に
ふ
ゑ
て
ぞ
三
あ
そ
ぷ
。
（
四
月
型
日
）

○
「
「
ま
か
ら
ず
」
と
て
た
ち
ぬ
る
ひ
と
を
ま
ち
て
よ
ま
ん
。
」
と
て
も
と
め

△
‐
△

け
る
を
一
よ
ふ
け
い
と
に
や
あ
り
け
ん
一
や
が
て
い
に
け
り
。

（
１
月
７
日
）

△
ｑ

○
く
ち
を
し
く
、
一
な
ほ
ひ
の
あ
し
け
れ
ば
、
／
ゐ
ざ
る
ほ
ど
に
ぞ
け
ふ
は
つ

か
あ
ま
り
へ
ぬ
る
。
（
１
月
蛎
日
）

３
「
係
り
成
分
」
が
四
つ
あ
る
例
。△

△

○
と
こ
ろ
の
な
は
く
ろ
く
、
三
ま
つ
の
い
ろ
は
あ
を
く
、
一
い
そ
の
な
桑
は
ゆ

△
△

き
の
ご
と
く
に
、
三
か
ひ
の
い
ろ
は
す
は
う
に
、
一
五
色
に
い
ま
ひ
と
い
ろ

ぞ
た
ら
ぬ
。
（
２
月
１
日
）

(イ

升

■
可

’



１
１

も
い
は
ず
。
（
哩
月
”
日
）

３
係
り
成
分
が
四
つ
あ
る
例
。

○
○

○
か
其
る
あ
ひ
だ
に
／
ひ
と
の
い
へ
の
い
け
と
な
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
で
」

ひ
は
な
く
て
、
ふ
な
よ
り
は
じ
め
て
か
は
の
も
う
み
の
も
、
こ
と
も
の
ど

○
△

、
も
、
／
な
が
ひ
つ
に
に
な
ひ
つ
型
け
て
一
お
こ
せ
た
り
。
（
１
月
７
日
）

４
係
り
成
分
が
五
つ
あ
る
例
。

△
○

○
か
う
や
う
な
る
を
み
て
や
／
む
か
し
／
あ
く
の
な
か
ま
る
と
い
ひ
け
る
ひ
と

○
‐
Ｏ

は
皇
も
ろ
こ
し
に
わ
た
り
て
、
か
へ
り
き
け
る
と
き
に
一
ふ
れ
に
の
る
べ
き

Ｏ

と
こ
ろ
に
て
ノ
か
の
く
に
ひ
と
む
ま
の
は
な
む
け
し
、
わ
か
れ
を
し
み
て
、

か
し
こ
の
か
ら
う
た
つ
く
り
な
ど
し
け
る
。
（
１
月
加
日
）

屈
折
構
文

ｂ

ｌ
、
全
体
で
二
回
屈
折
し
て
い
る
例
。
、
一
は
こ
こ
で
屈
折
し
て
い
る
こ
と
を

示
す
。

○
を
と
こ
も
を
ん
な
も
、
い
か
で
と
く
京
へ
も
が
な
と
お
も
ふ
こ
上
ろ
あ
れ

（
２
月
焔
Ｈ
）

△
○

＠
こ
の
こ
と
ば
ノ
な
に
と
に
は
な
け
れ
ど
も
ノ
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
三
き
こ
え

ｆ

た
る
。
。
（
１
月
幻
日
）
ゞ

○
Ｏ
△

④
く
す
し
之
ふ
り
は
へ
て
ノ
と
う
そ
、
白
散
、
さ
け
く
は
へ
て
一
も
て
き
た
り
。

（
哩
月
羽
日
）

△
○

ｅ
そ
の
お
と
を
き
聖
て
、
女
わ
ら
は
も
お
む
な
も
一
い
つ
し
か
と
し
お
も
へ
ば

△

に
や
あ
ら
ん
、
ノ
い
た
く
よ
ろ
こ
ぶ
。
（
１
凡
茄
日
）

Ｏ

④
か
く
あ
る
う
ち
に
至
皐
に
て
う
ま
れ
た
り
し
を
ん
な
》
〕
く
に
に
て
に
は
か

り
△
△

に
う
せ
に
し
か
ぱ
ご
」
の
ご
ろ
の
い
で
た
ち
い
そ
ぎ
を
み
れ
ど
皇
な
に
ご
と

｜
’

↓ ’

△
△

ぱ
ど
」
の
う
た
よ
し
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
げ
に
と
お
も
ひ
て
ノ
ひ
と
み
、
わ

す
れ
ず
。
（
１
月
ｎ
日
）

△

○
く
る
し
く
こ
上
ろ
も
と
な
け
れ
ば
三
た
野
ひ
の
へ
ぬ
る
か
ず
を
、
け
ふ
い

△
一

く
か
は
つ
か
み
そ
か
と
か
ぞ
ふ
れ
ば
／
お
よ
び
も
そ
こ
な
は
れ
ぬ
べ
し
。

（
１
月
即
日
）△

○
こ
上
ろ
も
と
な
さ
に
、
あ
け
ぬ
か
ら
、
ふ
れ
を
ひ
き
つ
Ｌ
の
ぼ
れ
ど
も
三

△

か
は
の
象
づ
な
け
れ
ば
一
ゐ
ざ
り
に
の
み
ぞ
ゐ
ざ
る
。
（
２
月
９
日
）

２
、
全
体
で
三
回
屈
折
し
て
い
る
例
。

△
△

○
し
つ
く
き
ひ
と
も
ま
じ
れ
れ
ど
ご
」
れ
を
の
み
い
た
が
り
三
も
の
を
の
み
く

△ひ
て
／
よ
ふ
け
ぬ
。
（
１
月
７
日
）

△
△
△

○
か
か
る
あ
ひ
だ
に
み
な
よ
あ
け
て
／
て
あ
ら
ひ
三
れ
い
の
こ
と
ど
も
し
て
言

ひ
る
に
な
り
ぬ
・

（
１
月
ｎ
日
）

△

○
か
く
あ
る
を
み
つ
Ｌ
こ
ぎ
ゆ
く
ま
に
Ｊ
、
や
ま
も
う
み
も
み
な
く
れ
言
よ

△
△

ふ
け
て
一
に
し
ひ
ん
が
し
も
み
え
ず
し
て
／
て
け
の
こ
と
、
か
ぢ
と
り
の
こ

Ｌ
ろ
に
ま
か
せ
つ
。
（
１
月
９
日
）

３
、
全
体
で
四
回
屈
折
し
て
い
る
例
。△

△

○
と
か
く
い
ひ
て
ノ
さ
き
の
か
み
い
ま
の
も
も
ろ
と
も
に
お
り
て
一
い
ま
の
あ

△

る
じ
も
、
さ
き
の
も
、
て
と
り
か
は
し
て
／
ゑ
ひ
ご
と
に
こ
上
ろ
よ
げ
な

△

る
こ
と
し
て
頁
い
で
い
り
に
け
り
。

（
蛇
月
加
日
）

分
配
描
文

１
、
分
配
す
る
成
分
が
一
つ
あ
っ
て
分
配
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
例
。

、
○
八
印
は
分
配
す
る
成
分
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

セ

ｈ
一



「

Ｏ
ハ

○
か
く
の
ぼ
る
ひ
と
み
、
の
な
か
に
二
扉
よ
り
く
だ
り
し
と
き
に
、
み
な
ひ

△

と
、
子
ど
も
な
か
り
き
、
い
た
れ
り
し
く
に
に
て
ぞ
子
う
め
る
も
の
ど
も

あ
り
あ
へ
る
。
‐
（
２
月
９
日
）

２
、
分
配
す
る
成
分
が
一
つ
あ
っ
て
、
分
配
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
三
つ
あ
る
例
。

○
八

○
白
散
を
一
あ
る
も
の
「
よ
の
ま
」
と
て
、
ふ
な
や
か
た
に
さ
し
は
さ
め
り
け

△
△

れ
ば
、
か
ぜ
・
に
ふ
き
な
ら
さ
せ
て
、
う
象
に
い
れ
て
、
え
の
ま
ず
な
り
ぬ
。

（
１
月
１
日
）

３
、
分
配
す
る
成
分
が
一
つ
あ
っ
て
、
分
配
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
四
つ
あ
る
例
。

八
△

○
あ
る
ひ
と
／
あ
が
た
の
よ
と
せ
い
つ
と
せ
は
て
て
、
れ
い
の
こ
と
ど
も
み
な

△
△

し
を
へ
て
、
げ
ゆ
な
ど
と
り
て
す
む
た
ち
よ
り
い
で
て
、
ふ
れ
に
の
る
べ
き

と
こ
ろ
へ
わ
た
る
。
（
廻
月
型
日
）

４
、
、
分
配
す
る
成
分
が
二
つ
あ
っ
て
、
分
配
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
例
。

．
○
○
八
△

○
こ
よ
ひ
言
ふ
な
ぎ
み
三
れ
い
の
や
ま
ひ
お
こ
り
て
、
い
た
く
な
や
む
。

（
２
月
８
日
）

５
、
分
配
す
る
成
分
が
三
つ
あ
っ
て
、
分
配
を
受
け
る
と
こ
ろ
が
二
つ
あ
る
例
。

０
０

○
こ
の
あ
ひ
だ
に
／
は
や
く
の
か
承
の
こ
、
や
ま
ぐ
ち
の
ち
み
ね
皇
さ
け
、
よ

○
八
△

き
も
の
ど
も
一
も
て
き
て
、
ふ
れ
に
い
れ
た
り
。
（
哩
月
詔
日
）

連
結
型

例
文
の
⑦
’
＠
は
、
〔
連
結
、
入
れ
換
え
基
本
文
〕
の
例
で
あ
り
、
②
は
、

〔
連
結
、
入
れ
換
え
句
の
文
〕
の
例
で
あ
り
、
②
は
、
〔
連
結
、
入
れ
換
え
混

合
文
〕
の
例
で
あ
る
。

や
〕
↓
Ｏ

⑦
さ
て
、
三
「
ぬ
さ
を
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
」
‐
皇
い
ふ
。
（
２
月
５
日
）

⑮
Ｏ

④
ま
た
／
す
み
よ
し
の
わ
た
り
を
ご
」
ぎ
ゆ
く
。
（
２
月
５
日
）

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
構
造

冒
牙

1r

例
文
の
⑦
④
②
は
、
〔
標
示
・
入
れ
換
え
基
本
文
〕
の
例
で
あ
り
、
④
②
は
、

〔
標
示
・
入
れ
換
え
句
の
文
〕
の
例
で
あ
る
。
⑰
②
も
〔
標
示
型
〕
に
属
す
る

特
殊
な
も
の
で
あ
る
。

⑪

⑦
か
ぢ
と
り
の
い
は
く
、
『
こ
の
す
み
よ
し
の
明
神
は
、
れ
い
の
か
み
ぞ
か

○

し
。
ほ
し
き
も
の
ぞ
お
は
す
ら
ん
。
」
と
は
、
、
い
ま
め
く
も
の
か
。

（
２
月
５
日
）

⑧

④
か
ぢ
と
り
の
い
ふ
や
う
、
言
く
る
と
り
の
も
と
に
、
し
ろ
き
な
象
を
よ
す
。
」

Ｏ
と
ぞ
一
い
ふ
。
。
⑪
（
１
調
皿
日
）

⑥
け
ふ
、
わ
り
ご
も
た
せ
て
き
た
る
ひ
と
、
三
そ
の
な
な
ど
ぞ
や
、
、
い
ま
お

も
ひ
い
で
ん
。
（
１
月
７
日
）⑧

③
京
の
ち
か
づ
く
よ
ろ
こ
び
の
あ
ま
り
に
、
あ
る
わ
ら
は
の
ょ
め
る
う
た
一

い
の
り
く
る
か
ざ
ま
と
も
ふ
を
あ
や
な
く
も
か
も
め
さ
へ
だ
に
な
み
と

象
ゆ
ら
ん
、

と
い
ひ
て
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
、
い
し
づ
と
い
ふ
と
こ
ろ
の
ま
つ
ば
ら
お
も
し

△

ろ
く
て
、
、
・
は
ま
く
と
ほ
し
・
（
２
月
５
旧
）

⑧

②
ま
た
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
、
三

李
辿
０
０

⑫
し
か
れ
ど
も
一
ひ
れ
も
す
に
へ
な
み
か
ぜ
『
た
入
ず
。
（
２
月
４
日
）

①
○
○
Ｏ

ｅ
さ
る
は
皇
た
よ
り
ご
と
に
、
も
の
も
べ
た
え
ず
、
え
さ
せ
た
り
。

（
２
月
妬
日
）

Ｔ
Ｌ
△
．

②
さ
て
言
と
う
か
あ
ま
り
な
れ
ば
ぢ
き
お
も
し
ろ
し
。
（
１
月
過
日
）

諦
辿
Ｏ
△
Ｏ

⑰
ま
，
夢
あ
る
ひ
と
、
に
し
ぐ
に
な
れ
ど
、
か
ひ
う
た
な
ど
、
い
ふ
。（

哩
月
”
日
）

標
示
型

３

■
ト

ー
で



迫

第
四
処
理
を
保
留
し
た
事
例

以
上
の
手
続
き
で
処
理
困
難
な
事
例
が
、
土
佐
日
記
に
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

五
つ
に
分
け
て
取
り
あ
げ
る
が
、
解
決
は
い
ず
れ
も
後
日
に
残
す
。

第
一
、
（
三
事
例
）

○
や
ま
と
う
た
あ
る
じ
の
か
み
の
よ
め
り
け
る
、

み
や
こ
い
で
て
き
み
に
あ
は
ん
と
こ
し
も
の
を
こ
し
か
ひ
も
な
く
わ
か

〔
喚
体
型
〕
の
例
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
日
付
の
表
現
だ
け
で

あ
っ
た
。○

廿
三
、
。
（
哩
月
認
日
）

○
廿
四
Ⅲ
。
．
．
（
吃
月
鯉
口
）

。
○
廿
五
日
。
（
皿
月
弱
日
）

き
ゑ
こ
ひ
て
よ
を
ふ
る
や
ど
の
む
め
の
は
な
む
か
し
の
か
に
ぞ
な
ほ
に

ほ
ひ
け
る

△

と
い
ひ
つ
Ｌ
ぞ
、
、
み
や
）
」
の
ち
か
づ
く
を
よ
る
｝
」
び
つ
上
の
ぼ
る
。

ノ

〈
２
月
９
日
）

⑪
．

②
ま
た
、
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
、
シ

ふ
く
か
ぜ
の
た
え
ぬ
か
ぎ
り
し
た
ち
く
れ
ば
な
み
ぢ
は
い
と
型
は
る
け

か
り
け
り
。

（
１
月
”
日
）

④
こ
の
な
か
に
、
あ
は
ぢ
の
た
う
め
と
い
ふ
ひ
と
の
よ
め
る
う
た
、
一

お
ひ
か
ぜ
の
ふ
き
ぬ
る
と
き
は
ゆ
く
ふ
れ
の
ほ
て
う
ち
て
こ
そ
う
れ
し

か
り
け
れ
と
ぞ
。
（
１
月
邪
日
）

喚
体
型

■
■
毎
年

二
四

れ
ぬ
る
か
な
‐

と
な
ん
あ
り
け
れ
ぱ
か
へ
る
さ
き
の
か
み
の
よ
め
り
け
る
、

し
ろ
た
へ
の
な
象
ぢ
を
と
ほ
く
ゆ
き
か
ひ
て
わ
れ
に
に
べ
き
は
た
れ
な

ら
な
く
に
（
旭
月
配
日
）

同
様
の
構
造
の
も
の
が
哩
月
”
日
に
一
事
例
、
２
月
４
日
に
一
事
例
、
計
三
事

例
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
歌
を
ふ
く
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
土
佐
日
記
に
だ

け
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
、
歌
を
ふ
く
ん
だ
古
典
作
品
に
は
普
通
に
見
ら
れ

る
現
象
で
あ
ろ
う
。
歌
の
前
の
地
の
文
の
連
体
形
の
個
所
「
…
あ
る
じ
の
か
み

の
ょ
め
り
け
る
」
、
「
：
．
さ
き
の
か
み
の
よ
め
り
け
る
」
を
文
終
止
と
認
定
す
る

の
も
一
つ
の
処
理
方
法
で
あ
る
。
も
し
、
文
終
止
と
す
れ
ば
、
先
に
「
標
示
型
」

で
あ
げ
た
例
文
の

⑧

○
あ
る
ひ
と
の
よ
め
る
一

な
ゑ
と
の
承
ひ
と
つ
に
き
け
ど
い
る
み
れ
ば
ゆ
き
と
は
な
と
に
ま
が
ひ

け
る
か
な
（
１
月
塑
日
）

の
類
が
一
線
の
個
所
で
二
文
に
わ
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

輔
二
（
二
事
例
）

○
そ
の
う
た
は
、

き
と
き
て
ば
か
は
の
ぼ
り
ぢ
の
み
づ
を
あ
さ
み
ふ
れ
も
わ
が
象
も
な
づ

む
け
ふ
か
な
。
（
２
月
７
日
）

同
様
の
構
造
の
も
の
が
１
月
９
日
に
も
一
例
あ
る
。
地
の
文
と
歌
と
に
二
分
さ

れ
る
が
、
地
の
文
と
歌
と
を
そ
れ
ぞ
れ
直
接
単
位
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
が
問

題
で
あ
る
。

第
三
（
四
事
例
）

○
け
さ
も
。
（
１
月
調
日
）

轡

芯
』

ﾉ



一

○
な
ほ
や
ま
ざ
き
に
。
（
２
月
唱
日
）

○
「
い
ひ
ぽ
し
て
も
つ
つ
る
。
‐
｜
と
や
。
（
２
月
８
日
）

○
も
ろ
こ
し
も
こ
こ
も
、
お
も
ふ
こ
と
に
た
へ
ぬ
と
き
の
わ
ざ
と
か
。

（
２
月
９
日
）

い
わ
ゆ
る
述
語
の
省
略
さ
れ
た
文
で
あ
る
。
「
受
結
び
成
分
」
の
省
略
さ
れ
た

文
と
し
て
処
理
す
る
の
も
一
方
法
で
あ
る
。

節
四
（
二
Ｗ
例
）

○
そ
れ
は
う
桑
の
か
桑
に
お
ぢ
て
と
い
ひ
て
。
（
１
月
喝
日
）

○
そ
の
う
た
よ
め
る
も
じ
ぷ
そ
も
じ
あ
ま
り
な
な
も
じ
。
（
１
月
略
日
）

い
わ
ゆ
る
述
語
の
省
略
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
に
わ
か
に
き
め
か
ね
る
。

第
五
、
歌
で
は
じ
ま
っ
て
歌
で
終
わ
る
も
の
が
六
首
あ
っ
た
。
歌
の
場
合
、

区
切
れ
の
問
題
も
あ
る
の
で
後
日
の
問
題
と
し
て
残
し
た
い
。

な
お
、
処
理
を
保
留
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
特
別
の
処
理
法
を
用
い
た
も

の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

○
う
み
を
み
や
れ
ぱ
、

く
も
も
み
な
な
み
と
ぞ
象
ゆ
る
あ
ま
も
が
な
い
づ
れ
か
う
み
と
と
ひ
て

○

し
る
べ
ぐ
と
な
ん
で
フ
た
よ
め
る
。
（
１
月
過
日
）

の
場
合
は
、
「
う
み
を
み
や
れ
ぱ
」
の
地
の
文
が
、
歌
の
中
の
「
…
承
ゆ
る
」

に
係
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
地
の
文
と
歌
の
文
の
融
合
と
し
て
処

理
し
た
。
所
属
は
〔
入
れ
換
え
・
基
本
文
〕
で
あ
る
。
ま
た
、

△

○
か
の
く
に
ひ
と
、
き
上
し
る
ま
じ
く
お
も
ほ
え
た
れ
ど
も
、
三
こ
と
の
｝
」

△

こ
ろ
を
、
を
と
こ
も
じ
に
、
さ
ま
を
か
き
い
だ
し
て
、
一
こ
こ
の
》
」
と
ば

△
〆

つ
た
へ
た
る
ひ
と
に
い
ひ
し
ら
せ
け
れ
ば
、
／
こ
Ｌ
ろ
を
や
き
Ｌ
え
た
り

け
ん
、
い
と
お
も
ひ
の
ほ
か
に
な
ん
め
で
け
る
。
（
１
月
加
日
）

土
佐
日
記
に
お
け
る
文
の
構
造

勺

？

右
の
場
合
は
、
「
こ
Ｌ
ろ
を
や
き
Ｌ
え
た
り
け
ん
」
が
い
わ
ゆ
る
挿
入
句
で
あ

る
。
こ
の
場
合
は
〔
屈
折
構
文
〕
の
中
に
挿
入
句
が
は
い
っ
た
特
別
の
も
の
と

し
て
処
理
し
た
。
た
だ
し
、

○
△
○

○
を
と
こ
ど
ち
は
、
ご
」
入
る
や
り
に
や
あ
ら
ん
、
／
か
ら
う
た
な
ど
一
い
ふ

く
し
。

（
１
月
肥
日
）

の
よ
う
な
場
合
は
、
「
こ
入
る
や
り
に
や
あ
ら
ん
」
は
、
挿
入
句
で
は
あ
る
が
、

「
を
と
こ
ど
ち
は
」
と
位
置
を
入
れ
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
普
通

の
［
入
れ
換
え
・
混
合
文
〕
と
し
た
。

甘①
国
語
学
会
編
『
国
語
学
辞
典
」
の
「
文
の
構
造
」
の
項
の
解
説
も
、
橋

本
進
吉
博
士
の
「
文
節
に
よ
る
文
の
榊
成
」
の
説
を
中
心
に
し
て
、
他
の

説
を
あ
わ
せ
、
述
べ
て
い
る
。
．

ま
た
、
近
く
は
山
崎
良
幸
氏
も
、
論
文
「
文
の
構
造
ｌ
特
に
助
動
詞
の

機
能
に
関
連
し
て
Ｉ
」
（
国
語
学
四
八
号
）
で
、
「
一
体
今
日
文
の
構
造

に
つ
い
て
、
未
だ
定
説
と
い
う
に
価
す
る
も
の
を
得
て
い
な
い
…
…
」
と

』
ご

述
べ
て
い
る
。

②
近
く
は
、
南
不
二
男
「
文
諭
の
分
析
に
つ
い
て
の
一
つ
の
試
皐
」
（
国

語
学
四
三
号
）
、

注
①
に
あ
げ
た
山
峠
良
幸
「
文
の
構
造
ｌ
特
に
助
動
詞
の
機
能
に
関
連

し
て
ｌ
」
（
国
語
学
川
八
号
）
な
ど
が
あ
る
。

③
拙
稿
「
文
に
お
け
る
文
脈
」
の
観
察
法
ｌ
書
き
こ
と
ば
の
場
合
Ｉ
（
国

語
教
育
研
究
八
号
〔
広
島
大
学
教
育
学
部
〕
参
照
）

④
日
本
古
典
文
学
大
系
・
鈴
木
知
太
郎
校
注
「
土
佐
日
記
」
の
解
説
及
び

凡
例
に
よ
る
。

二
五

聾
■



⑤
森
重
敏
「
文
の
椛
進
に
つ
い
て
」
（
国
文
学
・
第
五
巻
・
第
九
号
所
収

論
文
）
．

⑥
山
田
孝
雄
『
、
本
文
法
学
要
諭
』
一
五
八
・
ヘ
ー
ジ

⑦
時
枝
誠
記
「
日
本
文
法
文
語
篇
』
二
八
九
・
ヘ
ー
ジ

③
市
川
孝
「
文
と
文
章
論
」
（
国
立
国
語
研
究
所
諭
集
『
こ
と
ば
の
研
究
』

所
収
）
三
五
。
ヘ
ー
ジ

⑨
、
芳
賀
綏
『
日
本
文
法
教
室
』
一
一
四
。
ヘ
ー
ジ

⑩
．
次
成
分
」
に
つ
い
て
は
、
藤
原
与
一
博
士
に
、
文
表
現
の
直
接
的

要
素
と
し
て
の
「
話
部
」
の
用
語
と
説
明
が
あ
る
（
藤
陳
与
一
「
日
本
方

言
文
法
の
研
究
」
）
。
ま
た
国
立
国
語
研
究
所
「
話
し
こ
と
ば
の
文
型
㈹
」

に
、
．
次
の
部
」
の
用
語
と
説
明
が
あ
り
、
国
立
国
語
研
究
所
「
話
し

こ
と
ば
の
文
型
②
」
に
は
、
．
次
成
分
」
の
用
語
と
説
明
が
あ
る
。

⑪
．
「
代
表
」
と
い
う
概
念
は
、
楠
本
進
吉
博
士
（
蒋
作
集
第
七
冊
『
国
文

法
論
体
系
論
』
一
六
七
。
ヘ
ー
ジ
）
と
、
芳
賀
綏
氏
（
注
⑨
同
書
九
三
。
へ
Ｉ

P

9

ー

一
一
一
ハ

ジ
）
と
に
あ
る
。

⑫
同
位
文
節
に
つ
い
て
は
、
橋
本
進
吉
博
士
蒋
作
集
第
七
冊
『
国
文
法
論

体
系
論
』
一
六
九
・
一
八
二
・
一
九
八
・
二
○
九
・
二
一
九
・
ヘ
ー
ジ
に
詳

し
い
、
橋
本
博
士
に
よ
る
と
、
同
位
文
節
は
付
属
関
係
の
二
文
節
と
同
様
、

第
一
次
の
連
文
節
を
作
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
同
位
文
節
の
連
接
し
た
も

の
を
一
文
節
と
同
じ
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
う
。

１
１
０
隈
旧
呼
ｒ
ｌ
Ｏ

係
り
１

例
よ
れ
、
さ
け
一
し
ば
み
、
ノ
く
る
。
（
１
月
皿
日
）

同
位
文
節
同
位
文
節

⑬
「
句
」
の
規
定
に
つ
い
て
は
困
立
鬮
諮
研
究
所
「
話
し
こ
と
ば
の
文
型

②
」
に
詳
し
い
・
本
稿
の
句
は
、
同
書
八
六
・
へ
ｍ
ｌ
Ｍ
の
規
定
に
ほ
ど
近

い
。

⑭
注
⑨
害
、
二
七
。
ヘ
ー
ジ
、
一
二
五
。
ヘ
ー
ジ

⑮
佐
久
間
鼎
「
日
本
語
学
』
七
八
・
ヘ
ー
ジ

（
詔
・
哩
・
１
）

ザ

前
一

一


