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一
、
は
じ
め
に

　

現
代
語
に
お
い
て
「
あ
の
人
は
怒
り
が
ち
だ
」「
彼
女
は
悩
み
が
ち

だ
」
な
ど
と
い
う
。
こ
の
場
合
の
「
が
ち
」
は
一
般
に
接
尾
語
と
捉
え

ら
れ
、
主
に
好
ま
し
く
な
い
状
況
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
小

稿
で
は
、
古
典
語
の
「
が
ち
」
の
実
例
を
調
査
し
、「
が
ち
」
が
、
元

来
基
本
的
に
名
詞
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
好
ま
し

く
な
い
状
況
を
受
け
る
よ
う
に
変
化
し
た
理
由
な
ど
を
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。

二
、
辞
書
で
の
記
述

　

最
初
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
が
ち
」
は
、〔
接
尾
〕

と
分
類
さ
れ
て
お
り
、「
そ
の
こ
と
の
ほ
う
に
傾
い
て
い
る
こ
と
、
ま

た
は
、
傾
き
や
す
い
こ
と
を
表
わ
す
。
…
す
る
こ
と
が
多
い
。
…
し
や

す
い
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、「
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
好
ま
し
く
な
い
状

態
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
い
う
の
が
ふ
つ
う
」
と
続
く
。

　

そ
こ
で
、「
接
尾
語
」
の
定
義
に
つ
い
て
も
確
認
を
し
て
お
く
。『
国

語
学
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
接
辞
」
を
、

単
独
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
常
に
他
の
語
に
添
加
さ

れ
、
こ
れ
と
一
続
き
に
発
音
さ
れ
て
一
つ
の
単
語
の
構
成
に

あ
ず
か
っ
て
い
る
形
態
素
を
言
う
。（
国
語
学
大
辞
典
・

五
五
一
頁
）

と
し
た
上
で
、「『
た
ち
』『
ぶ
る
』『
が
て
ら
』
の
よ
う
に
語
基
の
後
に

添
加
さ
れ
る
も
の
」
を
接
尾
語
と
し
て
い
る
。
小
稿
の
取
り
扱
う
「
が

ち
」
も
、
原
則
と
し
て
単
独
に
用
い
ら
れ
ず
、
常
に
他
の
語
に
下
接
し

て
い
る
も
の
と
す
る
。

接
尾
語
「

－

が
ち
」
に
関
す
る
一
考
察

―
中
古
・
中
世
を
中
心
に

―

山
王
丸
　
有
　
紀
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三
、
実
例
の
検
討

　

実
例
の
調
査
範
囲
は
中
古
・
中
世
1
を
中
心
と
し
た
が
、
広
く
奈
良

時
代
や
、
江
戸
時
代
の
一
部
の
資
料
も
で
き
る
限
り
収
集
し
た
。

三
の
ア
、
各
型
の
実
例

　

収
集
し
た
実
例
か
ら
、
古
典
語
で
は
、
現
代
語
よ
り
も
「
名
詞
＋
が

ち
」
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
が
ち
・
に
」
の
形
で

使
わ
れ
る
場
合
が
非
常
に
多
い
。

　

更
に
、
収
集
さ
れ
た
語
例
の
型
を
分
類
す
る
と
、

Ａ　

名
詞
＋
が
ち

Ｂ　

句
（
節
）＋
が
ち

Ｃ　

動
詞
＋
が
ち

の
三
種
が
あ
る
2
。
接
尾
語
が
句
な
ど
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、「
が
ち
」
も
句
や
節
を
受
け
る
実
例
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
各
型
の
古
典
語
で
の
実
例
を
分
類
整
理
す
る
。

Ａ　
「
名
詞
＋
が
ち
」
型

　

こ
の
型
に
含
ま
れ
る
実
例
は
非
常
に
多
い
。
現
代
語
で
は
動
詞
で
表

す
内
容
で
も
、
特
に
中
古
の
作
品
で
は
、
名
詞
で
抽
象
的
に
表
現
す
る

傾
向
が
強
い
。

①　

身
づ
か
ら
は
何
心
も
な
く
、
も
の
は
か
な
き
御
程
に
て
、
い
と

御
衣
が
ち
に
、
身
も
な
く
あ
え
か
な
り
。

（
源
氏
・
若
菜
上
・
三

－

二
五
五
頁
）

②　

御
衣
の
、
裾
が
ち
に
、
い
と
細
く
、
さ
ゝ
や
か
に
て
、
姿
つ

き
、
髪
の
か
ゝ
り
給
へ
る
そ
ば
目
、
い
ひ
知
ら
ず
、
あ
て
に
ら
う

た
げ
な
り
。

（
源
氏
・
若
菜
上
・
三

－

三
〇
七
頁
）

③　

厳
し
く
類
ひ
ろ
く
、
む
す
め
が
ち
に
て
、
所
せ
か
り
け
れ
ば
、

北
の
方
は
舟
に
て
の
ぼ
る
。

（
源
氏
・
須
磨
・
二

－

四
二
頁
）

④　

水
は
石
が
ち
な
る
中
よ
り
わ
き
か
へ
り
ゆ
く
。

（
蜻
蛉
・
上
・
安
和
元
年
九
月
・
一
六
一
頁
）

⑤　

師
殿
は
日
ご
ろ
水
が
ち
に
、
御
台
な
ど
も
い
か
な
る
こ
と
に
か

と
ま
で
き
こ
し
め
せ
ど
…
…
（
栄
花
・
巻
第
八
・
一

－

四
四
一
頁
）

⑥　

唇
薄
く
て
色
も
な
く
、
笑
め
ば
歯
が
ち
な
る
も
の
の
、
歯
肉
赤

く
て
、
髭
も
赤
く
て
長
か
り
け
り
。

（
宇
治
拾
遺
・
巻
第
十
一
・
三
三
一
頁
）

⑦　

…
…
か
く
と
も
い
か
が
言
ひ
け
む
、
神
業
に
こ
と
づ
け
て
、
里

が
ち
に
の
み
居
た
れ
ば
、
（
と
は
ず
が
た
り
・
巻
一
・
二
五
四
頁
）

⑧　

あ
ふ
さ
き
る
さ
に
思
ひ
乱
れ
、
さ
る
は
独
り
寝
が
ち
に
、
ま
ど

ろ
む
夜
な
き
こ
そ
を
か
し
け
れ
。（
徒
然
草
・
第
三
段
・
八
四
頁
）

　

①
は
、
紫
の
上
と
比
べ
、
ま
だ
あ
ど
け
な
い
女
君
を
描
写
し
た
も

の
。「
御
衣
が
ち
」
は
、
現
代
語
で
は
使
わ
れ
な
い
が
、「
御
衣
（
を
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纏
っ
て
い
る
部
分
）」
が
「（
全
体
の
比
率
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い
る
様

子
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
に
対
し
て
着
物
の
方
が
目

立
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
が
ち
」
は
、「
い

と
」
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑤
は
、
帥
殿
が
し
き
り
に
水
を
飲
む

様
子
で
あ
る
。「
水
（
を
飲
む
頻
度
）」
が
「
ま
さ
っ
て
い
る
状
態
」
で

あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑥
も
、
現
代
語
で
は

使
わ
な
い
珍
し
い
語
で
あ
る
。「
歯
が
ち
」
は
、「
歯
（
の
見
え
る
状

態
）」
が
「（
全
体
か
ら
見
て
）
ま
さ
っ
て
い
る
様
子
」
で
あ
る
。
以
上

の
例
は
、
名
詞
＋「
が
ち
」
の
形
で
あ
る
が
、
現
代
語
で
は
全
く
使
わ

な
い
語
ば
か
り
で
あ
る
。
現
代
語
で
「
〜
す
る
こ
と
」
で
表
す
内
容

を
、
古
典
語
で
は
、
動
詞
で
は
な
く
、
名
詞
一
語
で
、
動
作
を
大
ま
か

に
捉
え
表
現
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
全
体

か
ら
の
観
点
、
比
率
か
ら
、
漠
然
と
動
き
を
捉
え
て
表
現
す
る
傾
向
が

あ
る
。
右
例
群
の
場
合
、「
名
詞
の
表
す
抽
象
的
な
内
容
」
が
「（
全
体

か
ら
見
て
）
勝
っ
て
い
る
状
態
」
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
が
ち
」

は
、「
勝
つ
（
四
段
）
連
用
形
」
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

「（
全
体
か
ら
見
て
）
勝
っ
て
い
る
状
態
」
を
表
す
意
味
が
出
て
く
る
の

は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
前
接
の
名
詞
は
、「
衣
・
裾
・
水
・
歯
」

な
ど
、
好
ま
し
く
な
い
内
容
を
示
す
も
の
で
は
全
く
な
い
。
こ
の
点
も

現
代
語
の
使
い
方
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
現
代
語
で
は
動
詞
で
表
す
内
容
で
も
、
特
に
中
古
の
作
品
で
は
、

名
詞
で
抽
象
的
に
表
現
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
名
詞
に

つ
く
「
が
ち
」
の
方
が
、
よ
り
古
い
用
法
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
次
に
「
あ
な
が
ち
」
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

こ
の
語
は
、
最
も
古
い
時
代
か
ら
見
ら
れ
、
実
例
数
が
最
も
多
い
。
用

法
の
変
化
こ
そ
あ
る
が
、
現
代
語
ま
で
生
き
残
っ
た
語
で
あ
る
。
ま

ず
、
上
代
の
「
あ
な
が
ち
」
の
実
例
を
示
し
て
検
討
す
る
。

⑨　

若
し
強
ち
に
喚
さ
ば
（
若
強
喚
者
）、
兵
を
興
し
て
距
か
む
」

と
ま
を
す
。

（
日
本
書
紀
・
巻
第
七
・
一
―
三
五
一
頁
）

⑩　

仍
り
て
強
に
白
鳥
を
奪
ひ
て
（
強
之
奪
白
鳥
）
将
ち
去
ぬ
。

（
日
本
書
紀
・
巻
第
八
・
一
―
四
〇
三
頁
）

⑪　

乃
ち
強
に
帷
内
に
近
く
（
乃
強
近
帷
内
）。

（
日
本
書
紀
・
巻
第
十
一
・
二
―
四
三
頁
）

⑫　

…
…
乃
強
に
亡
人
の
馬
を
殉
は
し
め
（
乃
強
殉
亡
人
之
馬
）…
…

（
日
本
書
紀
・
巻
第
二
十
五
・
二
―
一
五
三
頁
）

⑬　

復
、
妻
の
為
に
嫌
は
れ
離
た
れ
し
者
有
り
て
、
特
り
慙
愧
ぢ
悩

ま
さ
る
る
に
由
り
て
、
強
ち
に
事
瑕
の
婢
と
す
（
強
為
事
瑕
之

婢
）。

（
日
本
書
紀
・
巻
第
二
十
五
・
二
―
一
五
五
頁
）

⑭　

然
れ
ど
も
、
其
の
兄
、
強
ち
に
乞
ひ
徴
り
き
（
強
乞
徴
）。

（
古
事
記
・
上
巻
・
一
二
五
頁
）

　

⑫
は
、
旧
風
俗
の
廃
止
を
述
べ
る
場
面
。「
あ
な
が
ち
に
」
死
ん
だ

人
の
馬
を
殉
死
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
よ
う
に
と
あ
る
。
こ
の
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場
合
の
あ
な
が
ち
は
、
相
手
の
こ
と
を
踏
ま
え
ず
、
自
分
側
の
事
情
だ

け
を
重
ん
じ
て
一
方
的
に
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
⑭
で
は
、
兄

の
釣
り
針
を
海
中
に
落
と
し
た
弟
に
対
し
て
、「
其
の
兄
」
が
釣
り
針

を
「
あ
な
が
ち
に
」
求
め
た
と
あ
る
。
不
可
能
な
状
態
を
承
知
で
、
我

を
通
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
共
に
、「
自
分
の
自
我
」
が
全
体
と
し

て
「
勝
っ
て
い
る
様
子
」
を
表
す
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集

三
』
の
補
注
に
は
、「
ア
ナ
ガ
チ
の
ア
ナ
は
自
分
と
い
う
こ
と
。
日
本

書
紀
神
代
巻
訓
注
に
、
大
己
貴
を
於オ

褒ホ

婀ア

娜ナ

武ム

智チ

と
か
い
て
あ
り
、
己

を
ア
ナ
と
訓
む
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
四
七
二
頁
）」
と
あ
る
。「
あ

な
が
ち
」
は
「
あ
な
（
己
）」＋「
が
ち
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
3
、

「
名
詞
＋
が
ち
」
型
の
原
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
上
代
で
は
、「
あ
な

が
ち
」
と
読
む
と
思
わ
れ
る
実
例
が
、
右
に
挙
げ
た
例
を
含
め
て
、
日

本
書
紀
に
十
一
例
、
古
事
記
に
一
例
あ
る
。
し
か
し
、「

－

が
ち
」
の

異
な
り
語
数
は
一
語
で
、「
あ
な
が
ち
」
の
用
例
し
か
な
い
。
上
代
の

あ
な
が
ち
例
は
、
読
み
方
を
断
定
で
き
な
い
点
で
残
念
で
は
あ
る
が
、

意
味
・
用
法
の
面
か
ら
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
が
ち
」
の
原
始

例
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
以
下
に
挙
げ
る

中
古
・
中
世
で
の
「
あ
な
が
ち
」
の
実
例
と
意
味
用
法
が
全
く
同
じ
で

あ
る
。

⑮　

…
…
大
将
の
君
の
、
あ
な
が
ち
に
い
ざ
な
ひ
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、

初
瀬
へ
参
り
た
り
つ
る
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
語
り
た
ま
ふ
に
…
…

（
堤
中
納
言
物
語
・
四
五
九
頁
）

⑯　
「
あ
な
が
ち
に
、
か
ゝ
づ
ら
ひ
た
ど
り
よ
ら
む
も
人
悪
か
る
べ

く
、
ま
め
や
か
に
め
ざ
ま
し
」
と
思
し
明
し
つ
ゝ
…
…

（
源
氏
・
空
蝉
・
一

－

一
〇
九
頁
）

⑰　

…
…
上
の
御
も
て
な
し
を
、
あ
な
が
ち
に
そ
む
き
隔
た
ら
む

も
、
思
ひ
ぐ
ま
な
く
さ
ま
悪
し
き
心
地
し
つ
る
に
…
…

（
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
第
二
・
一
二
九
頁
）

⑱　

…
…
父
お
と
ど
の
あ
な
が
ち
に
し
は
べ
り
し
こ
と
な
れ
ば
、
否

び
さ
せ
た
ま
は
ず
な
り
に
し
こ
そ
は
べ
れ
。（
大
鏡
・
三
二
九
頁
）

⑲　

今
宵
は
逃
れ
ぬ
べ
く
、
あ
な
が
ち
に
言
へ
ば
…
…

（
と
は
ず
が
た
り
・
巻
一
・
二
三
七
頁
）

⑳　

…
…
御
弟
の
允
恭
天
皇
、
い
ま
だ
皇
子
に
お
は
し
け
る
時
、
久

し
く
篤
疾
に
し
づ
み
給
へ
り
け
れ
ど
も
、
群
臣
、
あ
な
が
ち
に
す

す
め
申
す
に
よ
っ
て
、
位
に
つ
き
給
ひ
に
け
り
。

（
十
訓
抄
・
一
ノ
二
十
一
・
六
二
頁
）

㉑　

あ
る
時
、
遁
世
門
の
客
僧
、
齢
五
旬
に
余
れ
る
が
、
見
参
に
入
ら

ん
と
強
ち
に
申
し
け
り
。
（
沙
石
集
・
巻
第
三
ノ
六
・
一
五
八
頁
）

　

⑱
の
大
鏡
の
例
は
、
関
白
の
宣
旨
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。「
父
お

と
ど
（
道
隆
）」
が
「
あ
な
が
ち
に
」
強
行
し
た
こ
と
で
す
の
で
、
と

続
く
。
こ
の
場
合
の
「
あ
な
が
ち
に
」
は
、（
自
分
側
の
事
情
で
）

「
一
方
的
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
的
と
い
う
こ
と
は
、「
自
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我
」
が
「
勝
っ
て
い
る
状
態
」
に
他
な
ら
な
い
。
㉑
の
例
は
、
遁
世
の

僧
が
真
観
長
老
に
お
目
に
か
か
り
た
い
と
「
あ
な
が
ち
」
に
申
し
入
れ

て
き
た
場
面
。
こ
の
場
合
の
「
あ
な
が
ち
」
も
、
強
引
か
つ
一
方
的
で

あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
自
分
勝
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
己
」
が
「
勝
っ
て
い
る
状
態
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
表
す

実
例
は
広
い
時
代
に
わ
た
っ
て
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
上
代
の

「
あ
な
が
ち
」
の
「
が
ち
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
い
え
る
。「
あ
な
が

ち
」
に
つ
い
て
は
、「
あ
な
が
ち
な
り
」
の
形
で
、
形
容
動
詞
と
考
え

る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
優
れ
た
先
行
研
究
が
多
く
4
、
別
に
論
じ
る

べ
き
か
と
も
思
う
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
が
ち
」
の
成

立
過
程
を
考
え
る
上
で
取
り
上
げ
た
。
蛇
足
で
は
あ
る
が
、「
あ
な
が

ち
」
の
変
遷
は
顕
著
で
、
特
に
軍
記
に
お
い
て
、
中
世
か
ら
程
度
を
表

す
例
が
出
て
く
る
。

㉒　

そ
の
上
、
少
き
者
ど
も
、
我
が
斬
ら
れ
ん
あ
り
さ
ま
を
見
て

は
、
強
ち
に
怖
ぢ
恐
れ
ん
ず
れ
ば
…
…

（
保
元
物
語
・
下
・
三
五
七
頁
）

　

更
に
否
定
と
呼
応
す
る
形
が
現
れ
て
、
本
来
の
意
味
内
容
が
忘
れ
ら

れ
、
陳
述
化
し
て
い
く
。

㉓　

粟
田
左
大
臣
在
衡
は
、
才
学
あ
な
が
ち
に
人
に
す
ぐ
れ
た
る
こ

と
は
な
け
れ
ど
も
…
…

（
十
訓
抄
・
六

－

二
十
八
・
二
五
七
頁
）

　

江
戸
時
代
に
は
、「
身
が
ち
（
新
可
笑
記
）」
や
「
我
が
ち
（
好
色
一

代
女
）」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、「
あ
な
が
ち
」
が
本
来

の
意
味
で
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
補
う
形
で
出
て
き
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

Ｂ
「
句
（
節
）＋
が
ち
」
型

　

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
語
で
は
な
く
、
句
（
節
）
に
つ
く
例
も
多

く
で
は
な
い
が
存
在
す
る
。

㉔　

世
の
中
の
心
細
く
悲
し
う
て
、
見
る
人
聞
く
人
は
、
朝
の
霜
と

消
え
、
夕
べ
の
雲
と
ま
が
ひ
て
、
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
が
ち
に

て
…
…

（
堤
中
納
言
物
語
・
よ
し
な
し
ご
と
・
五
〇
二
頁
）

㉕　

日
ご
ろ
降
り
つ
る
雪
の
、
今
日
は
や
み
て
、
風
な
ど
い
た
う
吹

き
つ
れ
ば
、
垂
氷
い
み
じ
う
し
だ
り
、
地
な
ど
こ
そ
、
む
ら
む
ら

白
き
所
が
ち
な
れ
…
…

（
枕
草
子
・
二
八
三
段
・
四
三
六
頁
）

㉖　

答
へ
す
る
も
聞
き
知
ら
ぬ
言
葉
が
ち
に
て
、
ま
こ
と
あ
ら
ぬ
世

の
心
地
す
る
に
…
…

（
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
第
一
・
六
二
頁
）

㉔
か
ら
㉖
の
「
が
ち
」
は
、
直
前
の
名
詞
（
こ
と
・
所
・
言
葉
）
だ

け
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
㉔
で
は
、「
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
」

全
体
を
「
が
ち
」
が
受
け
て
い
る
。「
い
と
あ
は
れ
な
る
」
が
「
こ
と

が
ち
」
に
か
か
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
㉕
は
降
り
続
い

た
雪
が
止
ん
だ
後
の
様
子
で
あ
る
。「（
地
の
）
む
ら
む
ら
白
き
所
」
が

「（
全
体
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い
る
様
子
」
で
あ
る
と
考
え
な
く
て
は
、

筋
が
通
ら
な
い
。
㉖
も
「
聞
き
知
ら
ぬ
言
葉
」
が
「（
話
全
体
か
ら
み
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て
）
勝
っ
て
い
る
状
態
」
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
好
ま
し

く
な
い
状
態
の
み
を
受
け
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

更
に
、
現
代
で
は
見
ら
れ
な
い
「
動
詞
＋
助
動
詞
＋
が
ち
」
の
実
例

も
あ
る
（
中
世
の
実
例
は
異
な
り
語
数
が
乏
し
い
の
で
、
近
世
の
実
例

も
加
え
た
）。

㉗　

…
…
花
は
ま
だ
よ
く
も
ひ
ら
け
果
て
ず
、
つ
ぼ
み
た
る
が
ち
に

見
ゆ
る
を
折
ら
せ
て
…
…
（
枕
草
子
・
二
〇
六
段
・
三
四
五
頁
）

㉘　

…
…
呼
び
よ
せ
る
客
の
色
た
る
人
の
許
へ
、
さ
し
あ
ひ
あ
る
か

な
い
か
、
御
出
か
、
お
出
な
さ
れ
る
か
、
待
つ
中
の
畳
算
も
あ
は

ぬ
が
ち
に
し
て
…
…

（
野
白
内
正
鑑
・
一
三
〇
頁
）

　

㉗
の
場
合
、「（
花
が
）
つ
ぼ
み
の
ま
ま
で
あ
る
状
態
」
全
体
を
「
が

ち
」
が
受
け
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
句
（
節
）

を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。「
名
詞
＋
が
ち
」
の
場
合
と
同
様
、
句
（
節
）

の
内
容
は
必
ず
し
も
好
ま
し
く
な
い
状
態
を
示
し
て
い
る
訳
で
は
な

い
。
句
や
節
を
受
け
る
「
が
ち
」
は
、
名
詞
を
受
け
る
用
法
や
次
に
挙

げ
る
動
詞
を
受
け
る
用
法
の
延
長
上
に
出
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｃ
、「
動
詞
＋
が
ち
」
型

　

最
後
に
、
動
詞
＋「
が
ち
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
古
典
語
に
お
い

て
動
詞
を
受
け
る
「
が
ち
」
の
例
は
、
現
代
語
に
お
い
て
動
詞
を
受
け

る
「
が
ち
」
の
例
と
比
べ
る
と
少
々
異
な
っ
て
い
る
。
現
代
語
で
は
、

「
し
が
ち
」
の
形
が
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
古
典
語
で
は
現
れ
な
い
。
現

代
語
に
お
い
て
は
、
動
詞
で
表
現
す
る
も
の
も
、
古
典
語
で
は
名
詞
を

受
け
る
形
で
漠
然
と
表
現
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

「
動
詞
＋
が
ち
」
型
の
動
詞
は
、
あ
る
状
態
を
表
し
て
い
る
場
合
が
殆

ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
動
詞
が
来
る
場
合
と
、
他
動
詞
が
来
る
場

合
と
を
分
け
て
挙
げ
た
。

●「
自
動
詞
＋
が
ち
」

　
「
が
ち
」
の
前
に
く
る
の
は
、
他
動
詞
よ
り
も
自
動
詞
の
場
合
が
多

い
。
こ
の
場
合
の
自
動
詞
は
状
態
動
詞
ば
か
り
で
あ
る
。

㉙　

か
か
り
仕
う
ま
つ
り
た
る
人
々
も
た
け
く
思
へ
ど
、
あ
ま
り
に

な
り
て
眠
り
が
ち
な
り
。

（
栄
花
物
語
・
巻
第
二
十
九
・
三

－

一
二
七
頁
）

㉚　

…
…
見
捨
て
が
た
き
浜
の
さ
ま
を
、「
ま
た
は
、
え
し
も
帰
ら

じ
か
し
」
と
、
寄
す
る
浪
に
そ
へ
て
袖
濡
れ
が
ち
な
り
。

（
源
氏
・
松
風
・
二

－

一
九
六
頁
）

㉛　

…
…
暮
れ
迷
ひ
た
る
気
色
御
泪
に
て
、
さ
ら
で
も
陰
り
が
ち
な

る
に
桜
井
の
里
、
八
幡
の
伏
し
拝
み
に
も
な
り
し
か
ば
…
…

（
太
平
記
・
巻
第
四
・
一

－

一
八
八
頁
）

㉙
は
看
病
疲
れ
で
、
居
眠
り
し
が
ち
で
あ
る
様
子
を
言
っ
て
い
る
。

「
居
眠
り
状
態
」
が
「（
日
常
全
体
で
）
ま
さ
っ
て
い
る
様
子
」
を
表

す
。
㉚
で
は
、「
濡
る
」
が
「
袖
」
と
の
関
係
を
持
つ
。「（
袖
の
）
濡

る
る
状
態
」
が
「（
全
体
の
頻
度
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い
る
様
子
」
を
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言
っ
て
い
る
。「
自
動
詞
＋
が
ち
」
型
で
の
自
動
詞
は
、「
〜
し
て
」
と

い
う
意
味
を
表
す
の
で
は
な
く
、「
〜
す
る
こ
と
」
の
意
味
を
表
す
。

「
自
動
詞
＋
が
ち
」
は
、「
〜
す
る
こ
と
（
状
態
）」
が
（
全
体
と
し
て
）

勝
っ
て
い
る
様
子
」
を
表
す
。
こ
の
場
合
の
「
〜
す
る
こ
と
（
状
態
）」

は
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
や
や
好
ま
し
く
な
い
状
態
を
表
す
内
容
の
も

の
が
多
い
。「
状
態
動
詞
＋
が
ち
」
は
、
あ
る
状
態
を
表
す
内
容
だ
け

で
は
表
し
が
た
い
傾
向
を
「
が
ち
」
が
補
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

●
他
動
詞
＋
が
ち

　
「
他
動
詞
＋
が
ち
」
の
他
動
詞
は
、
具
体
的
な
動
作
を
表
す
と
い
う

よ
り
も
、
心
情
や
習
慣
な
ど
を
示
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

32　

さ
か
し
ら
、
心
あ
り
、
何
く
れ
と
む
つ
か
し
き
す
ぢ
に
な
り
ぬ

れ
ば
、（
中
略
）
人
も
う
ら
み
が
ち
に
、
思
ひ
の
外
の
事
、
お
の

づ
か
ら
出
で
来
る
を
…
…

（
源
氏
・
若
紫
・
一

－

二
三
二
頁
）

33　

権
大
納
言
、
黒
戸
の
番
な
ど
も
欠
き
が
ち
に
て
、
間
遠
に
な
り

給
ひ
し
を
…
…

（
弁
内
侍
日
記
・
二
二
二
頁
）

34　
「
こ
が
ね
も
珠
も
な
に
せ
ん
」
と
愛
せ
し
む
か
し
の
人
の
心
に

は
た
が
ひ
て
、
つ
ね
に
は
ら
だ
ゝ
し
く
に
く
み
が
ち
に
…
…

（
三
猿
箴
・
五
六
八
頁
）

32
は
、
源
氏
に
無
心
に
慣
れ
む
つ
ぶ
紫
の
上
の
描
写
の
一
場
面
。

「
う
ら
み
が
ち
」
は
、「（
男
を
）
恨
む
こ
と
」
が
「（
全
体
の
態
度
か
ら

み
て
）
勝
っ
て
い
る
状
態
」
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
恨
む
」

こ
と
に
よ
っ
て
「
勝
つ
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
33
で
は
、「
権
大

納
言
」
が
「
黒
戸
の
番
な
ど
」
を
欠
席
し
が
ち
だ
と
言
っ
て
い
る
。

「
欠
く
」
が
「
黒
戸
の
番
な
ど
」
と
の
関
係
を
持
つ
。「（
黒
戸
の
番
な

ど
を
）
欠
く
こ
と
」
が
「（
全
体
の
様
子
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い
る
状

態
」
を
表
し
て
い
る
。
以
上
、「
が
ち
」
の
前
に
他
動
詞
が
来
る
場
合

は
、「
〜
す
る
こ
と
」
の
意
味
を
表
す
場
合
し
か
な
い
。
こ
の
場
合
の

他
動
詞
は
、
具
体
的
な
動
き
を
示
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
他
動

詞
の
動
作
を
広
く
一
つ
の
状
態
と
し
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
「
〜
す
る
こ
と
」
は
、
全
て
と
は
言
い
が
た
い
が
、
そ
の
場

に
お
い
て
や
や
好
ま
し
く
な
い
動
作
を
示
す
内
容
に
な
り
や
す
い
。

「
が
ち
」
は
一
つ
の
傾
向
を
付
け
加
え
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
後
述

す
る
よ
う
に
「
が
ち
」
が
動
詞
「
勝
つ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

複
合
動
詞
を
受
け
る
例
も
あ
る
。

35　

…
…
宮
は
、
絶
え
入
り
た
ま
ひ
た
り
し
後
、
い
と
重
く
な
り
た

ま
ひ
て
、
絶
え
入
り
が
ち
に
お
は
し
ま
す
を
…
…

（
夜
の
寝
覚
・
巻
四
・
三
八
一
頁
）

36　

あ
ぢ
き
な
き
や
う
に
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
に
は
引
き
入
り
が
ち

に
の
み
な
り
な
が
ら
…
…
（
と
は
ず
が
た
り
・
巻
一
・
二
六
四
頁
）

37　

…
…
あ
ま
り
も
て
離
れ
き
こ
え
つ
る
を
つ
ら
し
と
思
す
に
や

と
、
さ
す
が
に
心
苦
し
う
て
、
返
り
見
が
ち
に
て
参
り
ぬ
。
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（
と
り
か
へ
ば
や
・
巻
第
四
・
四
七
三
頁
）

35
で
は
、「
女
一
宮
」
の
「
絶
え
入
る
（
意
識
を
失
う
）」
こ
と
が

「（
日
常
全
体
で
）
ま
さ
っ
て
い
る
状
態
」
だ
と
言
っ
て
い
る
。「
絶
え
」

て
「
入
り
が
ち
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。「
絶
え
入
る
（
意
識
を
失

う
）」
こ
と
は
、
好
ま
し
く
な
い
状
況
で
あ
る
。
複
合
動
詞
の
場
合
も
、

具
体
的
な
動
作
を
表
す
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
状
態
を
表
す
場
合
が
殆

ど
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
が
ち
」
は
「
絶
え
入
る
」
全
体
に
一
種
の
傾

向
を
付
け
加
え
て
い
る
。
他
例
も
同
様
で
あ
る
。
尚
、
少
し
文
脈
か
ら

外
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
使
い
方
を
す
る
の
も
、
複
合
動
詞
が
一
語
と

し
て
の
認
識
を
得
て
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
5
。

三
の
イ
、
三
の
ま
と
め

　

少
々
長
く
な
っ
た
の
で
、
実
例
か
ら
得
た
三
つ
の
型
に
つ
い
て
ま
と

め
て
お
く
。

●「
名
詞
＋
が
ち
」

　

名
詞
（
の
内
容
）
が
「（
全
体
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い
る

状
態
」

●「
句
（
節
）＋
が
ち
」

　

句
（
節
）（
の
表
す
内
容
）
が
「（
全
体
か
ら
み
て
）
勝
っ

て
い
る
状
態
」

●「
動
詞
＋
が
ち
」

　

動
詞
（
す
る
こ
と
）
が
「（
全
体
か
ら
み
て
）
勝
っ
て
い

る
状
態
」

　
「
動
詞
＋
が
ち
」
の
動
詞
は
、
自
動
詞
の
場
合
も
、
他
動
詞
の
場
合

に
お
い
て
も
、
全
て
「
〜
す
る
こ
と
」
を
表
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、「
動
詞
＋
が
ち
」
は
、「
名
詞
＋
が
ち
」
や
「
句
（
節
）＋

が
ち
」
と
同
じ
型
を
も
っ
て
い
る
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
た
、「
名
詞

＋
が
ち
」
の
「
名
詞
」
に
は
、
中
立
的
な
内
容
を
示
す
語
が
く
る
の
に

対
し
て
、「
動
詞
＋
が
ち
」
の
「
動
詞
」
に
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
や

や
好
ま
し
く
な
い
状
況
を
表
す
語
が
来
や
す
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

「
名
詞
＋
が
ち
」
の
形
が
先
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
用
法
が
拡
大
し
、

「
句
（
節
）」
や
「
動
詞
＋
が
ち
」
と
い
う
形
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、
意
味
上
の
変
化
が
現
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

四
、「
が
ち
」
の
用
法
の
変
遷
に
関
し
て

　
「
が
ち
」
は
、
元
来
は
、「
衣
」「
水
」
な
ど
、
様
々
な
名
詞
に
つ
く

こ
と
が
分
か
っ
た
。
現
代
語
で
は
好
ま
し
く
な
い
状
態
を
示
す
語
に
つ

き
や
す
い
傾
向
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
て
、
様
々
な
語
句
に
つ
く
よ
う
に
用
法
が
拡
大
し
、
元

来
の
動
詞
と
し
て
の
認
識
が
薄
れ
た
こ
と
で
、
接
辞
化
し
て
い
っ
た
の
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で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
深
く
で
は
な
い
が
、「
が
ち
」
の
用
法
の

変
遷
に
関
し
て
考
え
る
。

四
の
ア
、「
動
詞
＋
が
ち
」
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、「
が
ち
」
は
、
特
に
動
詞
を
受
け
る
用
法

が
現
れ
る
に
従
っ
て
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
好
ま
し
く
な
い
状
態
を
示

す
内
容
を
受
け
や
す
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
に
は
、
動
詞

「
勝
つ
」
が
元
来
有
す
る
意
味
用
法
の
影
響
が
あ
る
と
思
う
。

　
『
字
通
』
に
よ
る
と
、「
勝
」
字
は
、

〔
説
文
〕
十
三
下
に
「
任
（
た
）
ふ
る
な
り
」
と
あ
り
、
堪

え
る
意
と
す
る
。
任
と
は
肩
に
か
つ
ぐ
こ
と
。
力
は
耒
（
す

き
）
の
象
形
。

と
あ
る
。
更
に
『
新
大
字
典
』
の
「
勝
」
字
の
字
源
に
も
「
た
え
ぬ
い

て
事
を
成
し
と
げ
う
る
こ
と
か
ら
」
と
あ
る
。
動
詞
「
勝
つ
」
の
原
義

は
困
難
な
状
態
に
対
し
て
「
堪
え
る
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
上
代
の
「
が
て
」
の
用
例
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
上

代
に
は
動
詞
を
受
け
る
「
が
ち
」
の
実
例
が
存
在
し
な
い
が
、「
が
て
」

の
用
例
は
多
い
。
し
か
し
、
中
古
以
降
「
が
て
」
の
実
例
は
減
少
し
、

中
世
以
降
に
は
全
く
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
更
に
「
が
て
」
は
、「
勝

つ
（
下
二
）」
の
連
用
形
と
考
え
ら
れ
、
基
本
的
に
動
詞
を
受
け
る
点

で
も
、
本
稿
で
取
り
扱
う
「
が
ち
」
と
の
関
連
が
深
い
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。

38　

春
さ
れ
ば　

我
家
の
里
の　

川
門
に
は　

鮎
子
さ
走
る　

君
待

ち
が
て
に
（
吉
美
麻
知
我
弖
尓
）

（
万
葉
集
・
八
五
九
番
歌
）

39　

相
見
て
は　

千
年
や
去
ぬ
る　

い
な
を
か
も　

我
や
然
思
ふ　

君
待
ち
か
て
に
（
待
レ

公
難
尓
）

（
万
葉
集
・
二
五
三
九
番
歌
）

40　

あ
し
ひ
き
の
山
郭
公
わ
が
ご
と
や
君
に
恋
ひ
つ
つ
寝
ね
が
て
に

す
る

（
古
今
・
恋
歌
一
・
四
九
九
番
歌
）

41　

七
人
、
紅
の
涙
を
流
し
て
惜
し
む
。
俊
蔭
行
き
が
て
に
し
て
帰

る
。

（
宇
津
保
物
語
・
俊
陰
・
一

－

三
八
頁
）

42　

前
栽
の
、
色
〳
〵
乱
れ
た
る
を
、
過
ぎ
が
て
に
、
や
す
ら
ひ
給
へ

る
さ
ま
、
げ
に
た
ぐ
ひ
な
し
。
（
源
氏
・
夕
顔
・
一

－

一
三
二
頁
）

　
「
が
て
に
」
は
、「
勝
つ
（
下
二
段
）
未
然
形
」
＋
否
定
形
「
ず
」
の

上
代
連
用
形
で
あ
る
。
全
体
の
意
味
か
ら
「
難
」
の
字
が
よ
く
当
て
ら

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
右
の
38
39
の
万
葉
集
の
例
で
い
う
な
ら
ば
、

「
待
つ
こ
と
」
を
「
堪
え
ら
れ
ず
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
小
稿
の
対

象
と
し
て
い
る
「
が
ち
」
は
、「
勝
つ
（
四
段
）
連
用
形
」
か
ら
の
も

の
で
あ
り
、
下
二
段
の
「
か
つ
」
と
は
同
源
の
可
能
性
が
高
い
。「
堪

え
る
」
対
象
は
、
そ
の
場
に
お
い
て
、
困
難
な
状
態
、
い
わ
ば
好
ま
し

く
な
い
状
態
で
あ
る
。「
が
ち
」
は
、
中
古
に
動
詞
を
受
け
る
用
法
が

現
れ
る
。
似
た
形
の
「
動
詞
＋
が
て
」
が
「
が
ち
」
を
受
け
る
語
に
影

響
を
与
え
て
い
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
と
思
う
6
。
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四
の
イ
、「
が
ち
」
の
接
尾
語
化
の
過
程
に
関
し
て

　

最
後
に
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、「
が
ち
」
の
接
尾
語
化
の
過
程
に

関
し
、「
が
ち
」
自
体
の
意
味
が
形
式
化
し
て
接
頭
語
化
し
た
の
で
は

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
、
本
稿
で
取

り
上
げ
て
い
る
「
が
ち
」
は
、「
〜
し
て
（
で
）
勝
つ
こ
と
」
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、「
〜
（
す
る
こ
と
）」
が
「（
全
体
か
ら
み
て
）
勝
っ

て
い
る
状
態
」
を
表
す
と
指
摘
し
た
。
あ
る
状
態
が
勝
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
傾
向
が
強
い
、
そ
の
状
態
が
多
い
と
い
う
意
味
に
繋

が
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、「
が
ち
」
に
は
、
殆
ど
の
場
合
、
断

定
の
助
動
詞
「
に
」「
な
り
」
が
下
接
し
て
い
た
。「
多
い
」
と
い
う
意

味
は
、「
が
ち
・
に
」「
が
ち
・
な
り
」
な
ど
、「
に
」
や
「
な
り
」
ま

で
含
め
て
の
全
体
の
意
味
か
ら
現
れ
た
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
が
ち
」

自
体
が
形
式
化
し
た
訳
で
は
な
い
。

　

古
典
語
の
例
で
は
、「
名
詞
」＋「
が
ち
」
の
後
に
は
殆
ど
の
場
合
に

お
い
て
「
に
・
な
り
」
が
続
く
と
述
べ
た
が
、「
に
・
な
り
」
が
続
か

な
い
実
例
も
あ
る
。

43　

こ
の
宿
守
に
、
か
の
髭
が
ち
の
宿
直
人
な
ど
は
、
さ
ぶ
ら
ふ
べ

け
れ
ば
…
…

（
源
氏
・
早
蕨
・
五

－

二
〇
頁
）

　
「
宿
直
人
」
の
人
物
描
写
で
あ
る
。「
髭
」
が
顔
全
体
の
面
積
に
対
し

て
「
勝
っ
て
い
る
様
子
」
だ
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
名
詞
＋
が
ち
」

が
元
来
の
形
の
筈
で
あ
る
。「
が
ち
」
の
後
に
は
「
に
・
な
り
」
が
続

く
場
合
が
非
常
に
多
い
た
め
に
、「（
名
詞
＋
が
ち
）・（
に
・
な
り
）」

全
体
で
「
名
詞
の
表
す
抽
象
的
な
内
容
」
が
「（
全
体
か
ら
見
て
）

勝
っ
て
い
る
状
態
」「
で
あ
る
（
に
・
な
り
）」
と
い
う
意
味
を
表
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
更
に
動
詞
を
受
け
る
よ
う
に
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
意
味
用
法
が
変
化
し
、「（
動
詞
な
ど
の
表
す
内
容
）・（
が
ち
＋

に
・
な
り
）」
と
い
う
捉
え
方
が
芽
生
え
、「（
そ
の
場
に
お
い
て
好
ま

し
く
な
い
状
態
）
が
多
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

が
徐
々
に
「
が
ち
」
だ
け
で
「
多
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
。

　

こ
こ
で
古
辞
書
で
の
記
述
を
取
り
上
げ
る
。「
が
ち
」
に
関
す
る
古

辞
書
で
の
記
述
は
少
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

44　

心　

周
易
云
其
於
木
也
為
堅
多
心　

師
説
多
心
読
奈
加
古
可
知

（
和
名
類
聚
抄
﹇
３
﹈・
巻
第
十
）

45　

多
心　

川
云
師
説
奈
加
古
可
遅　

周
易

（
書
陵
部
本
類
聚
名
義
抄
・
二
三
六
２
）

　
「
な
か
ご
が
ち
」
は
、
木
の
芯
の
部
分
が
多
い
さ
ま
を
い
う
。
書
陵

部
本
類
聚
名
義
抄
で
は
、「
古
」「
可
」
の
字
に
濁
声
点
が
あ
る
。
こ
の

場
合
、「
が
ち
」
に
は
「
多
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
古
辞
書
の

例
か
ら
、
こ
の
時
代
に
は
既
に
「
が
ち
」
だ
け
で
、「
多
い
」
の
意
味

に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
と
考
え
る
。

　

以
上
、
そ
の
変
遷
を
簡
潔
に
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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﹇（
名
詞
・
が
ち
）＋
な
り
↓
動
詞
な
ど
＋（
が
ち
な
り
）﹈

五
、
ま
と
め

　

小
稿
で
と
り
あ
げ
た
「
が
ち
」
は
元
来
名
詞
を
受
け
る
も
の
で
あ

り
、
中
立
的
な
意
味
内
容
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
時
代
が
下
る
に

つ
れ
、
動
詞
を
受
け
る
例
が
現
れ
、
徐
々
に
そ
の
場
に
お
い
て
や
や
好

ま
し
く
な
い
意
味
内
容
を
受
け
る
形
へ
と
変
化
し
て
き
た
。
様
々
な
語

を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
が
ち
」
に
「
に
・
な
り
」
が

つ
い
た
形
全
体
で
「
多
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
更
に
「
が
ち
」
だ
け
で
「
多
い
」
意
を
示
す
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

1　

調
査
範
囲
は
、
中
古
（
竹
取
物
語
）
か
ら
中
世
（
太
平
記
）
ま
で
を
中

心
と
し
た
。
実
例
は
実
際
に
文
献
に
目
を
通
す
こ
と
で
収
集
し
た
が
、
実
例

数
な
ど
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
語
研
究
所
（
２
０
１
６
）『
日
本
語
歴
史

コ
ー
パ
ス
』https://chunagon.ninjal.ac.jp/

（
２
０
１
６
年
3
月
31
日
確

認
）
を
適
宜
参
照
し
た
。

2　

調
査
範
囲
の
資
料
に
は
な
か
っ
た
の
で
省
略
し
た
が
、『
日
本
国
語
大
辞

典
』
に
よ
る
と
、
近
世
に
「
形
容
詞
＋
が
ち
」
型
が
一
例
あ
る
。
例
「
夏
の

温
石
と
女
郎
の
心
は
つ
め
た
い
が
ち
の
も
の
な
れ
ば
（
洒
落
本
・
娼
妓
絹

一
）」

3　

大
野
晋
氏
の
一
連
の
御
著
述
に
よ
る
と
、「
あ
な
＝
自
分
」
と
あ
る
。
青

島
徹
他
（
一
九
五
九
）「
源
氏
物
語
重
要
語
句
の
詳
解
」『
解
釈
と
鑑
賞
源
氏

物
語
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
所
収
、
及
び
『
岩
波
古
語
辞
典
』「
あ
な
が
ち
」
項

等
参
照
。

4　

濱
田
敦
（
一
九
九
一
）「
あ
な
が
ち
・
に
」『
国
語
副
詞
の
史
的
研
究
』

（
新
典
社
研
究
叢
書
）
所
収
、
山
根
木
忠
勝
（
一
九
九
三
）「『
あ
な
が
ち
に
』

『
し
ひ
て
』『
せ
め
て
』
考

―『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
用
法

―
」『
国
語

語
彙
史
の
研
究
』
一
三
（
和
泉
書
院
）
所
収
等
の
御
論
考
が
あ
る
。

5　

拙
論
（
一
九
九
九
）「
古
典
語
（
中
古
・
中
世
）
複
合
動
詞
の
研
究
」

『
成
蹊
人
文
研
究
』
第
七
号
参
照
。
古
典
語
の
複
合
動
詞
は
二
語
で
あ
る
と

見
る
向
き
も
あ
る
が
、
私
は
古
典
語
の
複
合
動
詞
に
は
、
一
定
の
意
味
基
調

が
あ
り
、
現
代
語
か
ら
の
観
点
や
ア
ク
セ
ン
ト
だ
け
の
観
点
か
ら
、
単
な
る

二
語
で
あ
る
と
す
る
意
見
に
は
賛
同
で
き
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

6　
「
が
ち
」
の
実
例
を
見
る
と
、
そ
の
場
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
の
状
態
と
考

え
ら
れ
る
内
容
を
示
す
語
が
接
続
し
や
す
い
。
漆
谷
広
樹
氏
（
一
九
九
二
）

は
、
が
ち
の
解
釈
に
つ
い
て
「
い
さ
さ
か
場
面
に
よ
り
か
か
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
八
八
頁
）」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（「
中

古
・
中
世
に
お
け
る
『
〜
が
ち
』
に
つ
い
て

―
接
辞
か
ら
見
た
古
代
語
の

中
世
語
化

―
」『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
四
集
参
照
）
ま
た
、
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氏
は
異
な
り
語
数
等
に
つ
い
て
の
詳
細
な
表
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
た

め
本
稿
で
は
異
な
り
語
数
等
の
表
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
。

テ
キ
ス
ト
（
小
稿
で
挙
げ
た
用
例
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
み
を
示
す
）

○
源
氏
物
語
…
日
本
古
典
文
学
大
系
14
〜
18
『
源
氏
物
語
』（
岩
波
書
店
）

○
源
氏
物
語
を
除
く
全
て
の
作
品
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

を
使
用
し
た
。

○
和
名
類
聚
抄
…『
和
名
類
聚
抄
﹇
３
﹈』（
源
順
著　

狩
谷
望
之
写　

文
政
四

年
）「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

○
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
…
『
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
』（
勉
誠
出
版
）

参
考
文
献
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