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和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

-
石
清
水
八
幡
官
権
別
当
田
中
宗
清
願
文
案
に
お
け
る
助
動
詞
と
助
字
と
の
関
係
-

田

中

雅

和

*

漢
文
と
い
う
文
章
様
式
に
よ
り
な
が
ら
'
漢
字
を
用
い
て
日
本
語
を
表
現
し
た
和
化
漢
文
の
訓
読
の
望
ま
し
い
姿
は
'
文
章
作
成
者
の
意
図
し
た
日
本
語
文
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
'
漢

文
と
日
本
語
文
と
の
間
に
あ
る
構
文
・
語
法
・
用
語
等
の
質
的
な
相
違
が
'
和
化
漢
文
の
精
確
な
解
読
を
困
難
に
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
の
典
型
が
'
助
詞
・
助
動
詞
や
訓
読
で
不
読
に
な
る
助
字
等
で

あ
る
。
本
稿
は
'
和
化
漢
文
の
文
書
と
そ
れ
を
定
家
が
訓
読
し
た
漢
字
仮
名
交
り
文
の
文
書
と
が
あ
る
「
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
田
中
宗
満
願
文
案
」
を
対
象
に
'
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
助
字
と
助
動
詞

に
つ
い
て
'
表
現
行
為
(
和
化
漢
文
)
・
理
解
行
為
(
訓
読
文
)
の
両
面
か
ら
考
察
し
'
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
両
者
の
関
係
等
を
明
ら
か
に
し
た
。
和
化
漢
文
に
お
け
る
助
字
の
用
字
法
・
語
法
'
訓
読

に
用
い
ら
れ
た
助
動
詞
と
の
関
係
i
)
そ
の
実
態
を
分
析
す
る
こ
と
で
'
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
o
和
化
漢
文
の
訓
読
も
多
く
は
漢
文
訓
読
の
訓
法
に
通
じ
る
。
原
則
的
に
は
'
日
本
語
文
に
必
要
な
助

動
詞
で
漢
文
の
助
字
に
意
味
・
用
法
上
も
対
応
す
る
も
の
は
和
化
漢
文
で
も
補
読
な
ど
を
前
提
に
す
る
こ
と
な
く
文
字
化
さ
れ
'
漢
文
特
有
の
訓
読
で
不
読
と
な
る
助
字
は
和
化
漢
文
で
は
用
い
ら
れ
な

い
O
訓
読
で
補
読
さ
れ
る
助
動
詞
や
和
化
漢
文
で
文
字
化
さ
れ
る
不
読
の
助
字
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
日
本
語
文
や
漢
文
に
特
徴
的
な
用
法
が
意
識
・
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
'
定
家
の
訓
読
は
'
漢
文
訓

読
の
訓
法
に
必
ず
し
も
忠
実
に
従
う
こ
と
な
く
、
文
脈
上
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
な
が
ら
国
語
表
現
と
し
て
も
整
合
性
の
あ
る
訓
読
を
主
意
と
し
て
お
り
へ
和
化
漢
文
訓
読
の
あ
る
べ
き
姿
と
言
え
る
。
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は
じ
め
に

「
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
田
中
宗
満
願
文
案
」
に
は
二
種
類
の
異
な
っ
た
文
体
(
和
化
漢

文
・
漢
字
仮
名
交
り
文
)
に
な
る
本
文
が
あ
る
。
両
者
は
和
化
漢
文
と
そ
の
訓
読
と
い
う
一
対

の
資
料
と
し
て
捉
え
得
る
こ
と
と
漢
字
仮
名
交
り
文
の
訓
読
文
(
定
家
に
よ
る
)
と
し
て
の
特

徴
、
ま
た
'
両
者
を
比
較
対
照
L
t
そ
こ
に
現
れ
る
言
語
事
象
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
'
「
和

化
漢
文
の
訓
読
に
関
す
る
問
題
」
や
「
日
本
語
の
一
表
現
様
式
と
し
て
の
和
化
漢
文
の
用
字
・

(

-

)

用
語
や
語
法
の
問
題
」
等
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
得
る
点
が
あ
る
こ
と
を
'
か
つ
て
論
じ
た
O

例
え
ば
'
和
化
漢
文
に
用
い
ら
れ
る
不
議
の
文
字
や
'
訓
読
で
読
添
や
補
議
が
な
さ
れ
る
対
象

と
な
っ
た
語
(
字
)
に
つ
い
て
の
実
態
を
知
り
得
る
の
で
'
助
字
と
助
詞
・
助
動
詞
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
有
効
な
資
料
と
し
て
利
用
で
き
る
。
そ
こ
で
'
漢
文
と
日
本
語
文
と

の
文
体
的
性
質
か
ら
'
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
助
字
と
助
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
表
現
行
為

に
お
け
る
場
合
と
理
解
行
為
に
お
け
る
場
合
と
の
用
字
・
語
法
や
訓
読
さ
れ
る
際
の
扱
い
を
考

一
リ
ニ

察
し
へ
そ
の
性
格
を
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
で
は
'
助
字
と
助
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
に
続
き
へ
助
字
と
助
動
詞
と
の
関
像

に
つ
い
て
実
態
の
報
告
と
そ
れ
に
基
づ
く
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
間
題

を
中
心
に
考
察
す
る
。
和
化
漢
文
の
訓
読
に
際
し
て
へ
助
動
詞
の
類
が
'
助
字
と
の
関
係
で
'

ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
程
度
訓
読
さ
れ
或
い
は
補
説
さ
れ
る
か
。
ま
た
、
日
本
語
を
漢
文
と

い
う
文
章
様
式
(
和
化
漢
文
)
で
表
現
す
る
際
に
は
、
国
語
助
動
詞
に
対
応
す
る
語
が
ど
の
よ

う
な
漢
字
(
助
字
)
で
ど
の
程
度
文
字
化
さ
れ
、
或
い
は
日
本
語
文
と
し
て
は
不
要
で
あ
る
は

ず
の
不
読
字
(
助
字
)
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
程
度
用
い
ら
れ
る
か
t
な
ど
の
問
題
で
あ

る
。
更
に
へ
定
家
の
訓
読
か
ら
和
化
漢
文
の
訓
読
の
実
態
や
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

漢
字
仮
名
交
り
文
と
和
化
漢
文
に
お
け
る
助
動
詞
と
助
字
と
の
対
照
考
察

定
家
筆
漢
字
仮
名
交
り
文
に
用
い
ら
れ
た
所
謂
助
動
詞
は
「
る
・
し
む
・
ず
・
ぎ
り
・
に
あ

ら
ず
・
む
・
む
と
す
・
べ
し
・
じ
・
ま
じ
・
ぬ
・
た
り
亨
・
り
・
な
り
・
た
り
断
・
H
・
ご
と
し
」

の
一
六
種
が
認
め
ら
れ
る
.
尚
'
本
稿
で
は
説
明
の
便
宜
の
た
め
に
、
「
る
・
し
む
・
ご
と
し
」

等
も
(
接
尾
語
と
し
て
で
は
な
く
)
助
動
詞
と
し
て
扱
い
へ
本
来
同
語
で
あ
る
が
活
用
型
の
異

な
る
「
ず
」
と
「
ざ
り
」
と
を
別
に
扱
い
、
「
に
あ
ら
ず
」
と
「
む
と
す
」
を
一
語
相
当
の
語
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田

中

稚

和

と
扱
っ
て
記
述
す
る
。
定
家
の
漢
字
仮
名
交
り
文
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞
の
全
体
的
な
特
徴
は
'

和
文
に
お
け
る
助
動
詞
が
多
く
の
種
類
と
多
岐
に
亘
る
意
味
用
法
を
持
ち
な
が
ら
相
互
に
棲
雑

に
関
係
し
て
い
る
の
に
対
し
て
'
訓
点
資
料
・
滞
文
訓
読
に
使
用
さ
れ
る
助
動
詞
の
種
類
や
用

法
が
少
な
く
貧
弱
で
あ
る
情
況
に
通
じ
る
。
ま
た
'
上
記
の
語
に
対
応
し
て
周
房
筆
和
化
漢
文

で
漢
字
表
記
さ
れ
た
国
語
助
動
詞
相
当
の
助
字
は
「
被
・
令
・
不
・
末
・
非
・
匪
・
欲
・
可
・

宜
・
須
・
也
・
為
・
如
」
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
和
化
漢
文
に
お
け
る
助
字
の
表
記
や
そ
の
用
法

と
'
定
家
の
訓
読
(
漢
字
仮
名
交
り
文
)
に
お
け
る
助
動
詞
と
を
対
照
L
t
両
者
の
関
係
や
意

味
・
用
法
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。

本
稿
で
は
'
「
読
添
」
「
補
読
」
と
い
う
用
語
を
'
表
記
の
簡
略
化
と
説
明
の
便
宜
上
へ
一
般

的
な
使
用
と
は
異
な
る
意
味
を
担
わ
せ
て
用
い
た
。
前
稿
で
そ
の
定
義
付
け
を
し
た
の
で
、
詳

細
は
前
稿
に
譲
る
。
和
化
漢
文
の
漢
字
表
記
の
有
無
と
漢
字
仮
名
交
り
文
の
助
動
詞
と
の
関
係

に
お
け
る
訓
読
の
性
質
の
遠
い
を
よ
り
明
確
に
区
別
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
る
。

用
例
の
引
用
に
際
し
て
は
、
拙
稿
「
「
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
田
中
宗
満
願
文
案
」
二
種

(
漢
字
仮
名
交
り
文
・
和
化
漢
文
)
対
照
本
文
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
2
 
1
輯
・
武
蔵
野
書
院
)

を
用
い
'
そ
の
表
記
に
従
う
。
漢
字
仮
名
交
り
文
用
例
の
行
頭
に
あ
る
数
字
は
、
原
本
の
行
取

り
に
従
っ
て
施
し
た
本
文
各
行
の
通
し
番
号
で
へ
そ
の
所
在
を
示
す
。

o
漢
字
仮
名
交
り
文
に
1
例
へ
和
化
漢
文
の
「
被
」
字
に
対
応
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
。

0
2
0
8
代
々
の
別
嘗
'
お
は
や
け
わ
た
く
し
の
し
け
き
こ
と
わ
さ
に
ま
つ
は
れ
て
'
神
慮
の
ゆ

る
し
ゆ
る
さ
す
を
し
ら
す
〔
代
々
別
嘗
'
被
牽
公
私
之
繁
務
へ
不
顧
神
慮
之
受
否
〕

本
資
料
で
ル
が
補
読
さ
れ
る
例
は
な
い
。
ま
た
へ
用
例
に
見
る
よ
う
に
受
身
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
。
和
文
で
は
国
語
助
動
詞
ル
‥
フ
ル
が
受
身
と
共
に
自
発
・
可
能
・
尊
敬
な
ど
に
も
用
い

ら
れ
る
が
、
訓
読
で
は
「
被
」
等
の
字
と
結
合
し
て
用
い
ら
れ
る
に
止
ま
り
'
受
身
の
み
で
あ

(

3

)

っ
て
'
自
発
・
可
能
・
尊
敬
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
定
家
に
よ
る
和
化
漢
文
の

訓
読
も
'
中
国
漢
文
を
訓
読
し
た
漢
文
訓
読
文
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
と
一
致
す
る
0

l被】周
房
の
和
化
漢
文
に
は
二
例
の
「
被
」
字
が
認
め
ら
れ
る
。
l
例
は
前
例
「
る
」
と
訓
ま
れ

た
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
り
'
今
一
例
は
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
次
例
で
あ
る
。

〇
三
界
内
外
之
利
益
殊
被
子
吾
朝
者
欺

(
1
 
7
三
界
内
外
の
利
益
、
こ
と
に
わ
か
く
に
ゝ
か
う
ふ
ら
し
め
た
る
も
の
か
)

『
類
架
名
義
抄
』
(
以
下
「
名
義
抄
」
)
に
萱
載
さ
れ
る
「
被
」
字
の
訓
に
「
カ
ウ
フ
ル
・
カ
ウ

プ
ラ
シ
ム
」
(
法
中
一
四
六
)
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
高
山
寺
本
古
往
来
』
に
も
「
被
」
字

に
カ
フ
ル
訓
の
施
さ
れ
た
例
が
あ
り
へ
和
化
漢
文
で
「
被
」
が
動
詞
カ
フ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
助
動
詞
シ
ム
を
含
ん

だ
訓
が
「
被
」
一
字
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
名
義
抄
で
も
'
本
来
二
語
で

あ
る
r
カ
ウ
フ
ラ
シ
ム
」
(
動
詞
+
助
動
詞
》
が
、
l
語
相
当
の
扱
い
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
本
資
料
に
お
け
る
カ
ウ
フ
ラ
シ
ム
の
訓
み
が
必
ず
し
も
特
殊

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
は
'
斯
か
る
「
被
」
字
の
性
質
に
関
す
る
問
題
を
俄
に
解

決
す
る
解
釈
を
提
示
す
る
用
意
が
な
い
の
で
'
当
該
用
例
に
つ
い
て
の
検
討
に
と
ど
め
る
。

純
漢
文
に
お
け
る
使
役
の
形
式
が
'
使
役
の
助
字
を
用
い
る
も
の
の
他
に
'
前
後
の
文
脈
に

よ
っ
て
使
役
的
動
詞
に
な
る
も
の
を
用
い
る
よ
う
に
へ
そ
の
訓
読
に
お
い
て
も
文
脈
に
応
じ
て

使
役
の
助
動
詞
を
補
読
す
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
へ
和
化
漢
文
に
お
け
る
使
役
の
形
式
も
、

基
本
的
に
は
使
役
の
助
字
を
使
う
が
'
文
脈
に
託
し
た
表
現
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
.
当
然
へ
そ
の
場
合
へ
和
化
漢
文
作
成
者
は
、
訓
読
に
お
い
て
使
億
の
助
動
詞
が
補
読
さ
れ

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
よ
う
。
当
該
例
の
文
脈
は
'
意
味
的
に
は
「
吾
朝
が
被
る
」
の
で
あ

り
へ
「
吾
朝
に
」
は
「
被
ら
し
む
」
と
訓
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
使
役
形
式
と
の
関
係
か
ら

見
る
と
'
和
化
漢
文
の
表
現
が
〔
被
干
吾
朝
〕
で
あ
る
こ
と
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

定
家
の
漢
字
仮
名
交
り
文
で
用
い
ら
れ
た
助
詞
「
に
」
は
全
体
の
八
割
が
補
読
さ
れ
る
中
に
あ

っ
て
'
和
化
漢
文
で
「
干
」
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
定
家
の
訓
読
で
は
和
化

(
1
)

漢
文
の
「
干
」
字
は
助
詞
「
に
」
を
読
添
え
る
た
め
の
指
標
と
な
る
が
'
こ
こ
で
は
使
樫
の
助

動
詞
を
読
捧
え
る
た
め
の
指
標
に
も
な
っ
て
い
る
と
見
得
る
。
和
化
漢
文
に
お
け
る
他
の
「
干
」

は
時
・
場
所
を
表
す
助
詞
「
に
」
に
対
応
す
る
場
合
と
慣
用
的
表
現
の
中
で
用
い
ら
れ
る
が
'

当
該
例
だ
け
が
使
役
の
対
象
を
示
す
助
詞
「
に
」
に
対
応
す
る
。
補
読
を
前
提
に
す
る
こ
と
も

可
能
な
「
に
」
が
「
干
」
に
よ
っ
て
文
字
化
さ
れ
た
の
は
'
使
役
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
す
る
た
め
の
指
標
た
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
も
の
と
見
得
る
。
少
な
く
と
も
当
該
例
「
被
」

の
「
し
む
」
は
'
単
に
文
脈
に
よ
っ
て
補
説
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
和
化
漢
文
作
成
の
段
階
か

ら
読
涼
が
意
図
さ
れ
た
「
干
」
字
の
存
在
を
指
標
と
し
て
読
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
し
む
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
八
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
内
、
和
化
漢
文
の
「
令
」
字

に
対
応
す
る
も
の
が
六
例
'
文
脈
に
応
じ
て
補
読
さ
れ
た
も
の
が
一
例
へ
前
項
で
触
れ
た
「
か

う
ふ
ら
し
め
た
る
も
の
か
」
一
例
(
名
義
抄
登
載
の
如
き
「
被
」
一
字
に
対
す
る
訓
と
も
、

「
干
」
字
を
指
標
と
し
た
読
添
と
も
考
え
ら
れ
る
)
が
あ
る
。

○
曾
首
に
い
た
り
て
は
'
寺
領
に
は
ふ
き
あ
て
ゝ
'
督
修
を
い
た
さ
し
め
む

〔
至
普
宮
者
へ
省
宛
寺
領
へ
合
致
督
修
〕

0
2
6
3
弟
子
た
の
み
を
か
く
る
と
も
か
ら
,
二
求
を
満
足
せ
し
め
,
一
門
を
昌
柴
せ
し
め
む

〔
弟
子
懸
鴻
之
輩
へ
令
満
足
二
求
へ
令
昌
柴
1
門
〕



0
2
4
4
廿
六
口
の
僧
侶
を
嘱
せ
し
め
て
,
三
十
三
度
の
員
数
に
み
つ
へ
し

〔
令
喝
廿
六
口
之
僧
侶
へ
可
浦
三
十
三
度
之
員
数
〕

0
3
3
を
の
ノ
1
は
ふ
き
あ
っ
へ
し
、
封
梓
せ
し
む
る
事
な
か
れ
〔
各
可
省
宛
、
莫
令
封
梓
〕

0
1
9
5
か
ね
て
そ
の
所
を
さ
た
め
を
き
て
,
封
梓
を
な
さ
し
む
る
事
な
か
れ

〔
兼
定
置
其
所
へ
莫
令
成
封
梓
〕

c
a

右
例
に
見
る
よ
う
に
'
日
本
語
文
と
し
て
使
役
表
現
が
必
要
な
箇
所
に
は
基
本
的
に
和
化
漢
文

で
も
「
令
」
字
が
用
い
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
'
和
化
漢
文
に
対
応
す
る
語
が

な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
'
定
家
の
訓
読
で
助
動
詞
「
し
む
」
が
補
読
さ
れ
る
例
が
あ
る
。

0
7
2
永
宣
旨
を
申
く
た
し
て
'
権
律
師
に
任
せ
し
め
て
'
寺
領
一
所
其
職
に
つ
く
へ
し

〔
申
下
永
宣
旨
へ
任
椎
律
師
へ
寺
領
一
所
可
附
其
職
〕

こ
の
例
は
'
客
観
的
意
味
と
し
て
は
必
ず
し
も
使
役
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
文
で
あ
り
'

和
化
漢
文
の
よ
う
な
使
役
「
令
」
を
用
い
な
い
表
現
で
不
都
合
は
な
い
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で

「
し
む
」
が
補
読
さ
れ
る
の
は
'
「
宣
里
に
よ
る
「
任
」
で
あ
る
こ
と
の
文
脈
を
重
視
し
'
任

命
者
の
意
志
や
主
体
性
を
蛍
調
す
る
た
め
の
使
役
表
現
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

和
化
漢
文
の
作
成
者
周
房
が
必
ず
し
も
意
識
し
な
か
っ
た
表
現
で
あ
り
、
「
し
む
」
は
訓
読
者

定
家
の
解
釈
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。一

6

)

ま
た
へ
当
資
料
の
「
し
む
」
は
総
て
が
使
役
の
用
法
で
あ
る
。
シ
ム
も
変
体
漢
文
や
和
漢
混

清
文
な
ど
で
は
多
く
尊
敬
に
も
用
い
る
が
'
訓
読
で
は
使
役
の
み
で
あ
っ
て
尊
敬
に
用
い
ら
れ

(

7

)

る
こ
と
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
定
家
に
よ
る
和
化
漢
文
の
訓
読
も
、
漢
文
訓
読
に
認
め

ら
れ
る
特
徴
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
へ
漢
文
訓
読
に
お
け
る
「
令
」
の
訓
法
は
'
平

安
初
期
「
令
-
ヲ
」
「
令
-
ニ
」
で
あ
っ
た
も
の
が
'
平
安
中
期
以
後
は
「
を
し
て
-
シ
ム
」

、
・
J
=
l

に
固
定
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
定
家
の
訓
読
で
は
全
く
そ
の
訓
法
を
採
ら
な
い
。

【令】和
化
漢
文
に
総
数
九
例
の
「
令
」
が
用
い
ら
れ
る
.
前
述
し
た
如
く
そ
の
多
く
が
漢
字
仮
名

交
り
文
で
「
し
む
」
天
例
)
と
訓
ま
れ
る
。
溝
字
仮
名
交
り
文
に
対
応
す
る
部
分
が
な
い
二

例
も
、
訓
読
は
確
認
で
き
な
い
が
'
国
語
助
動
詞
シ
ム
に
対
応
す
る
使
役
表
現
と
見
て
良
い
。

○
若
誇
依
惜
'
遺
失
道
理
者
へ
可
令
停
止
彼
官
位
へ
×
)

○
所
願
成
就
了
可
令
遁
世
事
へ
×
)

同
房
の
和
化
瀬
文
に
用
い
ら
れ
る
「
令
」
は
使
役
の
用
法
で
あ
り
、
尊
敬
の
意
味
で
用
い
ら
れ

た
確
例
は
見
出
し
難
い
。
ま
た
'
和
化
漢
文
と
そ
の
訓
読
か
ら
、
助
字
「
令
」
と
国
語
助
動
詞

J

り

I

シ
ム
と
が
T
対
丁
的
に
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
原
則
と
し
て
'

和
化
漢
文
に
表
記
さ
れ
た
「
令
」
は
'
訓
読
に
際
し
て
助
動
詞
シ
ム
で
必
ず
訓
ま
れ
る
こ
と
が

全
体
的
な
特
徴
で
あ
る
。
前
項
「
し
む
」
を
勘
合
し
て
も
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
必
要
な
の

で
あ
る
か
ら
'
和
化
漢
文
で
も
訓
読
文
で
も
当
然
そ
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
斯
か
る
原
則
的
な
傾
向
に
反
し
て
'
和
化
漢
文
に
表
記
さ
れ
る
「
令
」
を
訓
読
文

に
語
と
し
て
直
接
に
反
映
し
な
い
次
の
T
例
が
問
題
に
な
る
。

○
先
師
別
学
-
・
遵
々
指
合
不
慣
之
,
遂
以
令
逝
去
・
如
何
干
他
生
へ
2
2
5
先
師
別
学
-
・

連
々
さ
し
あ
ひ
て
つ
く
の
は
さ
る
あ
ひ
た
、
つ
ゐ
に
逝
去
'
も
と
も
お
そ
れ
い
た
む
へ
し
)

右
例
だ
け
が
へ
他
用
例
の
「
令
」
や
国
語
の
使
役
助
動
詞
と
比
し
て
'
意
味
・
用
法
上
異
質
で

あ
る
。
斯
か
る
「
令
」
の
訓
読
に
定
家
の
訓
読
文
で
「
し
む
」
を
用
い
な
い
こ
と
の
理
由
に
つ

い
て
'
幾
つ
か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
'
そ
の
一
つ
は
'
当
該
「
令
」
を
'
他
が
使
役
の
用
法
で
あ
る
の
と
は
異
な
り
へ
「
先

師
別
普
」
に
対
す
る
尊
敬
の
表
現
と
見
る
解
釈
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
シ
ム
は
和
化
漢

文
や
和
漢
混
清
文
な
ど
で
は
尊
敬
に
も
用
い
る
が
、
漢
文
訓
読
で
は
使
役
の
み
で
あ
っ
て
尊
敬

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
'
和
化
漢
文
の
用
法
と
し
て
は
「
令
」

が
尊
敬
の
意
味
で
あ
っ
て
も
へ
そ
の
訓
読
で
は
シ
ム
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
或
い
は
へ
漢
語
「
逝
去
」
で
す
で
に
敬
意
を
表
現
し
得
て
い
る
た
め
に
'
尊
敬
シ
ム
の

垂
積
使
用
を
避
け
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

今
一
つ
は
'
和
化
漢
文
や
和
漢
混
清
文
な
ど
で
(
少
数
な
が
ら
和
文
で
も
)
「
令
」
・
シ
ム

が
尊
敬
に
用
い
ら
れ
る
場
合
へ
そ
の
多
く
は
(
令
-
給
〉
《
し
め
た
ま
ふ
》
の
形
を
と
る
こ
と
へ

ま
た
「
逝
去
」
が
す
で
に
敬
意
を
含
む
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
当
該
「
令
」
は
や
は
り
尊
敬

で
は
な
く
'
使
役
の
用
法
と
見
る
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
'
人
為
的
に
力
を
加
え
て
(
あ
る
行

為
の
影
響
に
よ
っ
て
)
他
人
に
何
か
を
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
使
役
で
は
な
い
。
他
者
の
意

志
や
主
体
性
を
も
っ
て
し
む
け
た
使
役
と
い
う
よ
り
も
'
一
種
の
放
任
の
意
味
に
な
っ
た
用
法

で
あ
る
。
「
逝
去
し
た
」
こ
と
を
'
不
本
意
な
が
ら
結
果
的
に
「
逝
去
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」
と

い
う
意
味
で
'
使
役
態
で
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
'
不
本
意
な
結
果
で
あ
る

こ
と
を
鞍
調
す
る
た
め
の
表
現
で
あ
っ
た
と
見
る
o
こ
の
解
釈
は
、
和
化
漢
文
の
後
続
文
〔
如

何
干
他
生
〕
と
い
う
表
現
と
も
'
定
家
の
訓
読
が
後
続
文
を
(
も
と
も
お
そ
れ
い
た
む
へ
し
)

と
意
訳
す
る
こ
と
と
も
'
文
脈
的
に
う
ま
く
呼
応
す
る
。
純
漢
文
の
「
令
」
に
斯
か
る
用
法
が

あ
る
か
ど
う
か
確
認
で
き
な
い
が
'
和
文
に
お
け
る
使
役
の
助
動
詞
に
は
「
こ
の
人
を
む
な
し

く
死
な
せ
む
事
の
い
み
じ
く
思
さ
る
る
に
そ
へ
て
」
(
源
氏
・
夕
顔
)
の
如
き
例
が
認
め
ら
れ

lい、る
。
ま
た
へ
和
化
漢
文
に
お
け
る
「
令
」
に
も
、
斯
か
る
用
法
の
あ
る
こ
と
が
先
学
の
指
摘
に

あ
る
。
そ
こ
で
は
問
題
の
「
令
」
が
「
表
現
主
体
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
(
不
利
な
)
行
為

を
表
す
動
詞
に
よ
く
付
さ
れ
て
い
る
」
或
い
は
「
不
都
合
な
結
果
を
も
た
ら
す
」
こ
と
の
指
摘

一
〓
)

が
あ
り
、
当
該
例
で
行
っ
た
論
者
の
解
釈
の
立
場
と
通
ず
る
。
助
動
詞
ス
・
サ
ス
に
は
斯
か
る

用
法
が
あ
る
が
'
シ
ム
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
管
見
の
範
囲
で
は
確
証
が
得
ら
れ
な
い
。
和
文

に
お
け
る
使
役
の
助
動
詞
の
斯
か
る
用
法
を
ヘ
ス
・
サ
ス
か
シ
ム
か
と
は
関
係
な
く
'
使
役
態

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞



田

中

稚

和

に
用
い
る
「
令
」
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
で
'
和
化
漢
文
お
け
る
「
令
」
の
和
化
さ
れ
た
用
法

或
い
は
周
房
に
よ
る
特
殊
な
用
法
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
へ
定
家
が
そ
の
訓
読
に

「
し
む
」
を
用
い
な
か
っ
た
の
は
へ
こ
の
時
期
に
は
既
に
「
令
」
の
訓
読
が
シ
ム
に
固
定
化
さ

れ
て
い
た
た
め
に
、
「
令
」
を
ス
・
サ
ス
に
訓
む
こ
と
や
和
語
ス
・
サ
ス
に
基
づ
く
用
法
を
訓

読
語
シ
ム
で
訓
む
こ
と
を
侍
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
更
に
或
い
は
へ
純
漢
文
に
お
け
る

「
令
」
の
用
法
か
ら
見
れ
ば
、
「
自
ら
を
逝
去
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
表
現
と
捉
え
る
こ
と
も

(a)

可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
t
へ
も
と
も
お
そ
れ
い
た
む
へ
し
)
が
前
述
の
内
容
と
は
違
う

意
味
で
呼
応
す
る
と
見
得
る
。
た
だ
'
そ
れ
で
は
自
殺
や
そ
れ
に
準
ず
る
意
味
に
な
り
'
文
脈

的
意
味
か
ら
考
え
て
も
、
「
願
文
」
中
で
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
'
不
自
然
さ
を
残

す
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
場
合
で
も
'
漢
文
の
「
令
」
の
用
法
と
和
語
ス
・
サ
ス

や
訓
読
語
シ
ム
の
用
法
と
が
直
裁
に
結
び
つ
か
な
い
た
め
に
へ
定
家
の
訓
読
で
は
「
令
」
の
訓

み
が
具
体
的
に
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
'
定
家
の
訓
読
文
で
和
化
漢
文
の
「
令
」
を
「
し
む
」
な
ど
で
訓
ま
な
い

の
は
'
和
化
漢
文
(
表
現
行
為
)
と
訓
読
文
(
理
解
行
為
)
と
の
間
で
、
純
漢
文
の
「
令
」
へ

和
化
漢
文
の
「
令
」
、
和
文
語
の
ス
・
サ
ス
'
訓
読
語
の
シ
ム
'
使
役
の
助
動
詞
へ
そ
れ
ぞ
れ

の
関
係
が
意
味
・
用
法
上
禎
雑
に
交
錯
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
当
該
「
令
」
字
の
表
現

内
容
と
そ
れ
に
応
ず
る
訓
読
と
の
関
係
が
'
具
体
的
に
は
上
述
し
た
如
く
'
一
直
線
に
結
び
つ

き
難
い
情
況
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
へ
こ
の
時
期
に
「
令
」
の
訓
読
が
シ
ム
に
固
定
化
さ

れ
て
い
た
と
は
い
え
へ
そ
れ
に
単
純
に
従
え
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
く
'
幾
分
特
異
な
和
化
漢

文
に
お
け
る
(
和
化
さ
れ
た
)
用
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
因
み
に
へ
〔
迷
以
令
逝
去
〕

を
八
つ
ゐ
に
逝
去
)
と
訓
ず
る
こ
と
は
、
他
の
箇
所
に
比
べ
て
不
自
然
で
不
完
全
な
姿
で
あ
る

よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
和
化
漢
文
で
も
訓
読
文
で
も
'
「
逝
去
」
は
副
詞
「
遂
以
(
つ
ゐ
に
)
」

を
承
け
る
動
詞
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
「
逝
去
す
」
ほ
ど
の
訓
み
が
期
待
さ
れ
る
が
'
表
面
的

に
は
名
詞
の
形
で
示
さ
れ
る
。
他
の
箇
所
で
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
表
現
が
な
い
こ
と
を
考
え

る
と
へ
こ
の
実
態
も
'
当
該
箇
所
の
表
現
が
特
異
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
訓
読
に
際
し
て
定
家

が
解
釈
や
表
現
に
困
惑
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
と
見
得
る
。

「ず」漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
二
五
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
不
」
字
に
対
応

す
る
一
九
例
、
「
末
」
字
に
対
応
す
る
三
例
、
「
勿
」
字
に
対
応
す
る
一
例
'
そ
の
他
二
例
が
あ

る
。
特
筆
す
べ
き
特
徴
は
な
い
の
で
、
具
体
例
は
数
例
に
と
ど
め
る
。

連
用
形
/
七
例
・
終
止
形
/
一
六
例
・
連
体
形
/
二
例

0
3
2
た
ゝ
し
宮
て
ら
に
を
き
て
'
こ
と
に
お
は
き
な
る
い
と
な
み
あ
ら
む
時
は
へ
し
た
し

き
う
と
き
を
い
は
す
へ
偏
頗
を
そ
ん
せ
す
'
を
の
ノ
＼
は
ふ
き
あ
っ
へ
し

〔
但
取
諸
寓
寺
へ
有
殊
大
昔
之
時
へ
不
分
親
疎
へ
不
存
偏
頗
'
各
可
省
宛
〕

0
1
9
9
新
儀
の
非
法
を
ゝ
こ
な
ふ
へ
か
ら
ぬ
事
〔
不
可
行
新
議
(
儀
)
非
法
事
〕

0
2
0
0
右
,
神
は
非
礼
を
う
け
た
ま
は
す
ぬ
は
啓
史
の
明
文
也

〔
右
へ
神
不
享
非
稔
へ
膏
史
之
明
文
也
〕

原
則
と
し
て
'
和
化
漢
文
に
表
記
さ
れ
る
打
消
の
語
に
対
応
し
て
用
い
ら
れ
'
補
読
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
。
打
消
の
語
は
'
思
考
や
表
現
に
際
し
て
へ
陳
述
内
容
や
論
理
構
造
を
明
確
に
す

る
た
め
に
文
の
基
幹
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
表
現
行
為
に
お
い

て
も
理
解
行
為
に
お
い
て
も
'
日
本
語
文
と
し
て
必
要
な
打
消
の
語
は
'
省
略
や
補
説
を
前
提

に
し
た
り
'
不
読
に
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
へ
必
ず
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
「
そ
の

他
二
例
」
と
し
た
次
の
例
は
'
表
面
的
に
は
そ
れ
に
反
す
る
補
読
例
の
如
く
に
見
え
る
が
'
他

の
語
で
行
わ
れ
る
補
議
と
は
異
質
で
あ
る
。

0
7
6
し
か
れ
と
も
へ
一
向
に
器
量
を
え
ら
ひ
て
'
品
秩
(
秩
)
を
さ
ら
ふ
へ
か
ら
す

〔
然
而
l
向
撰
器
量
へ
何
史
論
品
秩
〕

0
2
0
9
代
々
の
別
嘗
・
お
は
や
け
わ
た
く
し
の
し
け
き
こ
と
わ
さ
に
ま
つ
は
れ
て
'
神
慮
の
ゆ

る
し
ゆ
る
さ
す
を
し
ら
す
〔
代
々
別
雷
へ
被
牽
公
私
之
繁
務
、
不
顧
神
慮
之
受
否
〕

右
二
例
は
和
化
漢
文
に
打
消
の
語
(
辛
)
は
な
い
が
へ
訓
読
で
助
動
詞
ズ
が
用
い
ら
れ
る
。
前

者
は
反
語
表
現
を
そ
の
内
容
か
ら
よ
り
直
接
的
な
禁
止
表
現
に
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は

漢
語
的
な
「
受
否
」
の
語
を
'
分
か
り
易
く
よ
り
和
ら
げ
て
'
語
句
に
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
即
字
的
な
直
訳
で
は
な
く
へ
文
・
語
句
全
体
の
意
訳
で
あ
り
'
和
化
漢
文
と
訓
読
文

と
の
間
に
表
現
内
容
・
意
図
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
大
き
な
差
異
は
生
じ
な
い
。

「
ざ
り
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
八
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
不
」
字
に
対
応
す
る
五

例
へ
「
末
」
字
に
対
応
す
る
一
例
へ
そ
の
他
二
例
が
あ
る
。
前
項
「
ず
」
と
同
様
'
原
則
と
し

て
'
和
化
漢
文
に
表
記
さ
れ
る
打
消
の
語
に
対
応
し
て
用
い
ら
れ
'
補
読
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

未
然
形
/
二
例
・
連
体
形
/
六
例

0
9
7
有
情
の
と
も
か
ら
'
た
れ
か
相
害
す
る
く
る
し
ひ
を
か
な
し
は
さ
ら
む
や

〔
有
情
之
輩
、
誰
不
悲
相
害
之
苦
乎
〕

○
㈱
右
へ
雷
宮
の
僧
俗
宮
等
'
官
位
を
お
ひ
た
り
と
い
へ
と
も
へ
品
恢
(
秩
)
を
さ
た
め
封
副

あ
ひ
た
-
同
科
に
は
ゝ
か
り
あ
り

〔
右
'
嘗
宮
僧
俗
官
等
、
錐
帯
官
位
'
不
定
品
秩
之
間
-
有
博
子
同
科
〕

0
2
2
5
連
々
さ
し
あ
ひ
て
つ
く
の
は
さ
る
あ
ひ
た
,
つ
ゐ
に
逝
去

〔
連
々
指
合
不
償
之
'
速
以
令
逝
去
〕

前
項
の
「
ず
」
は
'
文
の
終
止
で
用
い
ら
れ
た
終
止
形
が
最
も
多
く
'
中
止
法
(
疑
義
例
を
含

む
)
で
用
い
ら
れ
た
連
用
形
が
そ
れ
に
つ
ぐ
。
一
方
、
所
謂
補
助
活
用
型
の
「
ぎ
り
」
は
'
助



動
詞
ム
に
続
く
未
然
形
、
助
動
詞
や
体
言
に
続
-
連
体
形
に
限
ら
れ
る
。
両
活
用
型
に
共
通
に

認
め
ら
れ
る
連
体
形
に
は
「
ざ
る
」
六
例
と
「
ぬ
」
二
例
が
あ
る
。
7
般
に
両
者
は
文
体
的
位

相
を
反
映
す
る
訓
読
語
と
和
語
と
さ
れ
る
が
'
少
な
く
と
も
本
資
料
で
は
両
者
間
に
意
味
・
用

法
上
の
差
異
は
認
め
難
く
'
訓
読
語
と
和
語
と
が
混
在
し
て
い
る
o
l
般
の
和
文
で
は
ザ
ル
は
'

ベ
シ
‥
フ
ム
な
ど
の
助
動
詞
へ
続
い
て
い
く
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
が
原
則
で
'
こ
の
他
、
体

言
へ
直
接
続
い
て
行
く
場
合
や
'
準
体
法
な
ど
で
は
、
殆
ど
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

(
2
)る

。
こ
の
点
か
ら
見
て
も
'
「
ぬ
」
「
ざ
る
」
共
に
連
体
修
飾
用
法
と
準
体
法
の
両
用
例
が
あ
り
'

両
者
の
用
法
に
特
徴
的
な
差
異
や
偏
り
も
認
め
ら
れ
な
い
混
清
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

0
1
9
9
新
儀
非
法
を
ゝ
こ
な
ふ
へ
か
ら
ぬ
事
〔
不
可
行
新
儀
非
法
事
〕

0
1
0
3
宮
て
ら
の
僧
俗
た
や
す
く
任
官
す
へ
か
ら
引
扇
事
〔
宮
寺
僧
俗
師
不
可
任
官
事
〕

0
2
0
0
神
は
非
礼
を
う
け
た
ま
は
ぬ
は
青
史
の
明
文
也
〔
神
不
享
非
輿
菌
史
之
明
文
也
〕

0
9
9
す
へ
か
ら
く
他
の
い
ま
た
い
と
は
引
訓
を
か
な
し
ふ
へ
し
〔
須
悲
他
末
厭
〕

ま
た
へ
「
ず
」
と
同
様
'
和
化
漢
文
に
打
消
の
語
(
辛
)
が
用
い
ら
れ
な
い
部
分
に
'
定
家

の
訓
読
で
助
動
詞
「
ざ
る
」
が
用
い
ら
れ
る
「
そ
の
他
二
例
」
と
し
た
次
の
例
が
あ
る
。

0
2
0
6
い
は
む
や
か
の
霊
託
あ
り
も
お
そ
れ
さ
る
へ
し
や
〔
況
有
彼
璽
託
へ
可
恐
可
恐
〕

0
2
 
1
2
た
ゝ
し
事
は
か
ら
引
引
ほ
か
に
い
て
ゝ
、
わ
た
く
し
の
成
敗
に
か
ゝ
は
れ
さ
ら
む
時
は

〔
但
梓
出
自
権
勢
へ
理
不
拘
成
配
(
敗
)
者
〕

こ
れ
ら
も
前
の
「
ず
」
の
場
合
と
同
じ
で
、
和
化
漢
文
と
訓
読
文
と
の
間
に
客
観
的
な
情
報
内

容
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
大
き
な
変
化
や
差
異
は
な
い
。
例
え
ば
前
者
は
、
情
意
表
現
に
用
い
ら
れ

る
場
合
の
純
漢
文
「
可
」
と
国
語
助
動
詞
ベ
シ
と
は
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
の
で
'
直
読
的
に

「
お
そ
る
べ
し
」
と
訓
ず
る
こ
と
を
避
け
へ
情
意
表
現
と
し
て
の
反
語
表
現
に
す
る
た
め
に
打

消
の
語
が
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
字
的
な
直
訳
で
は
な
く
へ
文
・
語
句
全
体
の
意
訳
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
'
他
の
語
で
行
わ
れ
る
補
読
と
は
質
的
に
異
な
る
。

「じ」漢
字
仮
名
交
り
文
に
二
例
し
か
認
め
ら
れ
な
い
o
l
例
は
定
家
の
漢
字
仮
名
交
り
文
に
記
さ

れ
た
和
歌
に
用
い
ら
れ
'
一
例
が
和
化
漢
文
の
「
不
」
字
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
0

0
4
2
わ
か
み
山
た
ゝ
し
き
道
に
さ
た
め
を
き
て
人
の
う
れ
へ
の
く
も
を
へ
た
て
し
〔
×
〕

0
1
6
8
弟
子
引
-
-
か
さ
ね
て
ユ
ハ
道
の
輪
廻
に
お
も
む
く
と
も
'
た
と
ひ
な
に
の
身
を
う
く

入
る
)
引
引
,
弥
陀
の
名
号
を
癖
忘
(
せ
し
)
し
た
て
ま
つ
ら
い

〔
弟
子
若
-
-
垂
趣
六
道
之
輪
廻
へ
縦
錐
受
何
身
へ
不
癖
亡
珊
陀
之
名
鍍
〕

右
例
が
「
不
」
を
国
語
助
動
詞
ジ
と
訓
む
の
は
、
文
脈
上
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
な
が
ら
へ
国

語
表
現
と
し
て
も
整
合
性
の
あ
る
訓
読
を
主
意
と
し
た
定
家
の
姿
勢
が
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
.
「
じ
」
の
使
用
が
1
例
の
み
で
あ
る
は
'
対
象
資
料
の
表
現
内
容
の
偶
然
性
に
基
づ
く
。

他
の
「
不
」
を
含
む
文
脈
と
異
な
り
、
当
該
箇
所
だ
け
が
へ
具
体
例
の
如
く
仮
定
表
現
中
に
用

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

い
ら
れ
'
推
量
表
現
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
文
脈
で
あ
る
。
因
み
に
へ
補
助
動
詞
「
た
て

ま
つ
る
」
も
'
文
脈
的
意
味
に
従
い
'
日
本
語
と
し
て
よ
り
自
然
な
表
現
に
整
え
る
こ
と
を
意

図
し
て
'
定
家
が
訓
読
文
に
敬
意
表
現
を
補
読
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
ま
じ
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
1
例
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
に
、
少
な
く
と
も
逐
字
的
に
'
対
応

す
る
部
分
は
な
い
o
l
例
の
み
の
使
用
で
あ
り
、
論
じ
得
る
特
徴
等
は
な
い
。

0
4
9
き
お
ひ
申
さ
む
か
た
め
、
え
ん
に
ふ
れ
て
'
あ
る
勘
い
副
ま
ひ
な
ひ
に
を
よ
ふ

文
と
し
て
は
'
和
化
漢
文
に
も
当
該
箇
所
に
相
当
す
る
文
〔
達
事
於
天
聴
之
間
へ
求
婚
時
椎
之

虞
'
追
従
賄
賂
之
督
'
馳
走
計
略
之
苦
'
宛
費
身
命
〕
が
あ
る
が
'
定
家
の
訓
読
で
は
極
め
て

大
胆
に
意
訳
・
翻
訳
が
行
わ
れ
へ
簡
略
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

【不】和
化
漢
文
に
総
数
四
二
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
ず
」
「
ぎ
り
」

に
訓
ま
れ
る
二
五
例
(
「
べ
か
ら
ず
」
を
含
む
)
'
「
じ
」
に
訓
ま
れ
る
1
例
へ
熟
字
「
不
～
」

の
形
に
な
る
も
の
六
例
へ
対
応
の
な
い
も
の
九
例
'
そ
の
他
l
例
が
あ
る
。

不
+
動
詞
/
二
二
例
(
(
～
ず
・
ぎ
り
〉
一
六
例
・
(
-
じ
)
一
例
・
(
×
)
五
例
)

不

可

+

動

詞

/

一

一

例

(

(

-

べ

か

ら

ず

)

九

例

・

(

×

)

二

例

)

熟
字
(
不
～
)
/
七
例
(
「
不
遇
」
・
「
不
断
」
・
「
不
嘗
」
二
不
正
」
・
「
不
具
」
・
「
不
審
」
)

不
可
/
7
例
(
「
不
可
哉
」
(
×
)
)

不
便
/
一
例
(
(
た
よ
り
な
き
)
)

右
の
分
類
に
見
る
よ
う
に
、
「
不
」
字
は
'
活
用
語
に
承
接
す
る
否
定
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
'

ズ
・
ザ
リ
∴
ン
で
訓
読
さ
れ
る
。
熟
字
の
場
合
も
含
め
て
意
味
的
に
は
用
言
(
大
半
が
動
詞
)

の
否
定
に
用
い
ら
れ
、
ほ
ぼ
例
外
が
な
い
。
和
化
漢
文
の
基
本
的
な
特
徴
と
見
て
良
い
。

し
か
し
'
本
資
料
に
お
け
る
特
異
な
例
と
し
て
'
〔
不
便
〕
が
形
容
詞
(
た
よ
り
な
し
)
と

訓
ぜ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
語
構
成
的
に
は
《
た
よ
り
(
名
詞
)
+
な
し
》
で
あ
り
へ

「
不
」
が
活
用
語
の
否
定
に
機
能
し
な
い
。

○
是
非
寺
務
進
退
之
身
者
'
不
便
経
始
土
木
之
事
敗

へ
響
」
れ
寺
務
進
退
の
身
に
あ
ら
す
は
'
経
始
土
木
の
こ
と
に
た
よ
り
な
き
ゆ
へ
な
り
)

「
不
」
を
ナ
シ
と
訓
ず
る
こ
と
の
可
能
性
は
名
義
抄
に
掲
載
の
訓
「
セ
ズ
・
イ
ナ
・
ナ
シ
・
ア

ラ
ズ
」
(
悌
上
七
七
)
や
黒
川
本
字
頬
抄
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
が
'
日
本
語
の
漢
文
表
現

と
し
て
の
和
化
漢
文
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
。
l
蝦
に
'
和
化
漢
文
の
漢

字
と
和
語
と
の
関
係
は
固
定
的
で
単
純
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
つ
ま
り
、
基
本
的
に
は
'

「
不
」
は
ズ
・
ザ
リ
∴
ソ
等
で
あ
り
'
ナ
シ
を
表
記
す
る
漢
字
は
「
無
」
等
で
と
い
う
分
担
が

あ
る
。
和
化
漢
文
で
も
タ
ヨ
リ
ナ
シ
或
い
は
ビ
ン
ナ
シ
の
漢
字
表
記
と
見
ら
れ
る
「
無
便
」
が

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
資
料
に
見
る
よ
う
な
〔
不
便
〕
と
(
た
よ
り
な
し
)
と
の
関
係
は



田

中

稚

和

特
殊
で
あ
る
。
こ
れ
が
和
化
漢
文
に
普
通
に
見
ら
れ
る
情
況
か
'
周
房
も
そ
の
よ
う
な
訓
読
を

前
提
に
し
て
い
た
か
(
「
た
よ
り
な
し
」
の
溺
字
表
記
と
し
て
「
不
便
」
を
用
い
た
か
)
へ
定
家

独
自
の
解
釈
に
よ
る
特
異
な
訓
読
か
な
ど
に
つ
い
て
更
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
'
タ
ヨ
リ
ナ
シ
・
ビ
ン
ナ
シ
・
フ
ビ
ン
(
ナ
リ
)
と
そ
の
和
化
漢
文
に
お
け
る
表
記

と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
へ
改
め
て
別
に
考
え
る
機
会
を
持
ち
た
い
O

【未】和
化
漢
文
に
五
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
い
ま
だ
-
ず
」
に
訓

ま
れ
る
四
例
と
'
対
応
の
な
い
一
例
が
あ
る
。
総
て
活
用
語
を
承
け
て
否
定
表
現
に
な
る
。

○
苦
難
得
自
断
へ
須
悲
他
未
厭
(
9
9
も
し
み
つ
か
ら
断
す
る
事
え
た
り
と
い
ふ
と
も
'
す

へ
か
ら
く
他
の
い
ま
た
い
と
は
さ
る
を
か
な
し
ふ
へ
し
)

○
錐
顔
形
像
,
末
技
締
構
(
2
3
5
す
て
に
形
像
を
あ
ら
は
し
た
て
ま
つ
る
と
い
へ
と
も
,

い
ま
た
締
樽
を
く
(
た
)
は
た
て
す
)

○
雑
及
八
箇
度
へ
未
満
二
十
六
度

(
2
2
7
わ
つ
か
に
八
ケ
度
を
と
く
と
い
へ
と
も
,
い
ま
た
二
十
六
度
を
満
せ
す
)

○
弟
子
補
閲
之
志
雄
切
へ
造
督
之
功
未
成

人
2
1
0
弟
子
閑
を
お
き
ぬ
ふ
心
さ
し
切
な
り
と
い
へ
と
も
,
造
皆
の
功
い
ま
た
な
ら
す
)

○
難
波
末
渡
乃
衆
生
平
渡
加
島
に
現
神
道
丈
(
×
)

漢
字
仮
名
交
り
文
の
対
応
箇
所
は
総
て
再
読
「
い
ま
だ
-
ず
」
の
形
で
'
訓
読
文
の
な
い
一
例

も
同
様
に
訓
み
得
る
。
漢
文
訓
読
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
に
は
既
に
「
末
」
の
再
読
訓
が
固
定

化
し
て
い
た
こ
と
に
通
じ
へ
和
化
漢
文
で
も
同
様
の
情
況
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

ま
た
'
表
現
行
為
の
側
か
ら
見
る
と
'
同
じ
否
定
語
の
「
不
」
と
の
相
違
は
'
時
間
的
・
空
間

的
に
未
現
実
の
内
容
に
つ
い
て
表
現
す
る
の
に
用
い
る
点
で
分
明
で
あ
る
。

「
に
あ
ら
ず
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
一
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
非
」
字
に
対
応

す
る
〓
例
へ
「
匪
」
字
に
対
応
す
る
二
例
が
あ
る
。
「
I
に
あ
ら
ず
」
は
本
来
〈
断
定
の
助
動

詞
十
動
詞
+
打
消
の
助
動
詞
〉
三
語
の
連
語
で
あ
る
が
'
訓
読
文
と
い
う
視
点
で
見
る
と
「
非
」

字
等
の
固
定
的
な
訓
と
し
て
'
一
漢
字
に
対
応
し
な
が
ら
一
語
相
当
の
資
格
で
機
能
す
る
。

連
用
形
(
「
I
に
あ
ら
ず
は
」
五
例
・
「
I
に
あ
ら
ず
よ
り
は
」
7
例
)
・
終
止
形
/
七
例

動
詞
+
に
あ
ら
ず
/
一
例
(
〔
匪
+
動
詞
〕
)

名
詞
+
に
あ
ら
ず
/
〓
例
(
〔
非
+
名
詞
〕
一
〇
例
・
〔
匪
+
名
詞
〕
一
例
)

名
詞
+
な
き
に
あ
ら
ず
/
一
例
(
〔
非
無
+
名
詞
〕
l
例
)

0
2
 
1
寺
役
お
こ
た
る
に
あ
ら
す
、
そ
の
を
の
〈
の
つ
と
め
を
見
る
こ
と

〔
寺
役
匪
怠
'
見
其
各
々
之
勤
努
〕

0
6
8
各
死
闘
に
あ
ら
す
は
'
た
や
す
く
あ
ら
た
め
補
す
へ
か
ら
す

〔
各
非
死
闘
者
へ
鞭
不
可
改
補
〕

0
8
5
才
の
測
源
に
あ
ら
す
よ
り
は
、
法
の
棟
梁
に
そ
な
は
り
か
た
さ
ゆ
へ
な
り

〔
自
非
才
之
淵
源
、
難
備
法
之
棟
梁
故
也
〕

0
2
5
た
ゝ
1
世
の
願
に
あ
ら
す
'
よ
ろ
し
く
万
代
の
あ
と
を
の
こ
さ
む

〔
膏
匪
l
世
之
素
願
'
宜
胎
万
代
之
玄
跡
〕

0
1
0
9
み
な
所
接
な
き
に
あ
ら
す
'
し
か
る
を
ち
か
き
よ
ゝ
り
'
普
宮
の
要
に
あ
ら
す
'
本
所

の
撃
に
あ
ら
す
〔
皆
非
無
所
接
'
而
近
代
非
普
宮
之
要
へ
非
本
所
之
撃
〕

主
に
名
詞
を
承
け
て
否
定
的
認
定
の
表
現
に
な
る
の
が
「
に
あ
ら
ず
」
の
特
徴
で
あ
る
。

‥

ト

は

は

r

H

リ

は

い

h

(
寺
役
お
こ
た
る
に
あ
ら
す
)
の
如
く
動
詞
を
承
け
た
l
例
も
あ
る
が
へ
こ
の
場
合
も
本
資
料

に
の
み
見
ら
れ
る
特
異
な
用
法
で
は
な
い
。
こ
れ
は
'
句
末
を
連
体
形
に
し
た
動
詞
句
と
見
る

べ
き
で
、
「
に
あ
ら
ず
」
は
旬
全
体
を
承
け
て
否
定
判
断
を
下
す
陳
述
に
用
い
ら
れ
て
お
り
へ

「
ず
」
等
の
よ
う
に
「
お
こ
た
る
」
と
い
う
語
を
打
ち
消
す
の
で
は
な
い
。
即
ち
'
一
般
に
用

言
の
否
定
に
用
い
ら
れ
る
「
不
」
・
助
動
詞
ズ
が
″
語
の
否
定
″
に
働
く
の
に
対
し
て
'
「
に

あ
ら
ず
」
は
″
旬
の
否
定
″
に
働
く
と
い
う
和
化
漢
文
や
漢
文
訓
読
文
の
特
徴
に
通
ず
る
も
の

2

で
あ
る
。

【非】和
化
漢
文
に
総
数
一
五
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
-
に
あ
ら
ず
」

に
訓
ま
れ
る
一
一
例
'
熟
字
「
非
-
」
に
な
る
も
の
二
例
、
対
応
の
な
い
も
の
二
例
が
あ
る
。

熟
字
の
場
合
も
含
め
て
体
言
(
形
式
体
言
を
含
む
)
を
承
け
た
否
定
的
認
定
の
表
現
に
な
る
。

熟
字
/
二
例
(
「
非
法
」
・
「
非
薦
」
)

非
+
名
詞
/
一
二
例
(
(
～
に
あ
ら
ず
は
)
五
例
・
(
I
に
あ
ら
ず
)
四
例

(
I
に
あ
ら
ず
よ
り
は
)
1
例
・
(
×
)
二
例
)

非
無
+
名
詞
/
l
例
(
(
～
な
き
に
あ
ら
ず
)
一
例
)

○
不
可
行
新
議
(
儀
)
非
法
事
へ
畑
新
儀
の
非
法
を
ゝ
こ
な
ふ
へ
か
ら
ぬ
事
)

○
錐
長
顛
蜜
之
修
学
へ
尚
非
宮
寺
之
除
商
者
'
不
可
補
其
職
(
8
9
顕
密
の
修
撃
に
す
く
れ

た
り
と
い
ふ
と
も
'
宮
て
ら
の
除
菌
に
あ
ら
す
は
'
そ
の
職
に
補
す
へ
か
ら
す
)

○
凡
非
過
分
之
大
督
者
へ
宜
駐
任
意
之
上
奏
臭

(197
過
分
の
大
菅
に
あ
ら
す
は
、
よ
ろ
し
く
任
意
の
上
奏
を
と
ゝ
む
へ
し
)

○
是
非
寺
務
進
退
之
身
者
、
不
便
経
始
土
木
之
事
欺

(
響
れ
寺
務
進
退
の
身
に
あ
ら
す
は
'
径
始
土
木
の
こ
と
に
た
よ
り
な
き
ゆ
へ
な
り
)

○
非
力
之
所
及
'
身
只
不
存
偏
頗
(
×
〉

○
錐
鵠
重
代
之
職
'
雛
鳥
樟
宮
之
身
へ
至
干
寺
務
者
非
別
運
哉
(
×
)

和
化
漢
文
に
お
け
る
「
不
」
等
と
「
非
」
と
の
特
徴
的
な
差
異
の
一
つ
が
「
非
」
は
″
句
の
否



定
″
に
働
く
点
で
あ
る
こ
と
を
前
項
で
述
べ
た
。
そ
の
特
徴
を
最
も
典
型
的
に
示
す
形
式
と
し

て
'
条
件
・
提
示
の
句
を
構
成
す
る
《
非
-
-
者
〉
型
の
多
用
(
五
例
)
が
指
摘
で
き
る
。

【匪】和
化
漢
文
に
二
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
'
共
に
「
-
に
あ
ら
ず
」
と
訓
読
さ
れ
る
o

O
寺
役
匪
忠
へ
見
其
各
々
之
勤
努
(
匪
+
動
詞
)

へ
2
 
1
寺
役
お
こ
た
る
に
あ
ら
す
、
そ
の
を
の
ノ
ー
の
つ
と
め
を
見
る
こ
と
)

○
膏
匪
7
世
之
素
願
(
匪
+
名
詞
)
(
2
5
た
ゝ
一
世
の
願
に
あ
ら
す
)

「
非
」
字
と
共
に
漢
字
仮
名
交
り
文
で
は
「
I
に
あ
ら
ず
」
と
訓
ぜ
ら
れ
'
否
定
的
認
定
の

表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
に
お
い
て
'
或
る
一
つ
の
和
語
が
裡
数
の
漢
字
に
よ
っ
て
表

記
さ
れ
る
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
用
字
の
違
い
は
意
味
用
法
の
違
い
を
反
映
す
る
と
見
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
者
間
に
明
確
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
敢
え
て
そ
の
違
い
を
求
め

る
な
ら
ば
へ
動
詞
を
承
け
る
例
が
「
匪
」
に
の
み
一
例
存
す
る
こ
と
で
あ
る
o
L
か
し
へ
残
り

一
例
は
「
非
」
と
同
じ
く
名
詞
を
承
け
て
の
否
定
で
あ
る
。
ま
た
へ
漢
字
仮
名
交
り
文
に
出
現

す
る
順
番
で
見
る
と
'
「
に
あ
ら
ず
」
と
訓
む
べ
き
漢
字
の
初
出
と
二
例
日
だ
け
が
「
匪
」
に

よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
合
理
的
な
説
明
を
示
し
得
な
い
。

「む」漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
四
l
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
純
潔
文
に
は
国
語
助
動
詞
「
む
」

に
対
応
す
る
語
(
漢
字
)
が
存
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
漢
文
訓
読
に
お
い
て
も
和
化
漢
文
に

お
い
て
も
'
「
む
」
と
特
定
の
漢
字
と
が
固
定
的
に
結
び
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
へ

漢
字
仮
名
交
り
文
に
現
れ
た
「
む
」
は
総
て
訓
読
の
際
に
補
わ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。

0
2
6
よ
ろ
し
く
万
代
の
あ
と
を
の
こ
さ
む
〔
宜
垢
万
代
之
玄
跡
〕

0
9
7
た
れ
か
相
害
す
る
く
る
し
ひ
を
か
な
し
は
さ
ら
む
や
〔
誰
不
悲
相
害
之
苦
乎
〕

○
聖
向
の
信
を
ま
も
ら
叫
に
を
き
て
は
、
な
ん
そ
四
知
の
廉
を
わ
す
れ
ん
や

〔
於
守
一
向
之
信
'
何
忘
四
知
之
廉
〕

0
7
5
そ
の
え
ら
ひ
に
あ
つ
か
ら
む
人
へ
さ
た
め
て
あ
ら
そ
ひ
う
れ
ふ
る
所
あ
ら
ん
か

ヽ

〔
入
寺
中
庸
其
撰
者
へ
定
有
欝
訴
欺
〕

0
1
3
4
が
封
岩
無
上
菩
提
の
え
ん
と
せ
む
〔
必
烏
無
上
菩
提
之
縁
也
〕

0
9
1
ち
か
ら
の
た
へ
む
に
し
た
か
ひ
て
生
類
を
あ
か
ひ
と
り
て
放
還
す
へ
き
事

〔
随
力
堪
腰
取
生
類
可
放
題
事
〕

0
1
5
7
極
悪
の
衆
生
を
わ
た
さ
む
-
あ
へ
て
退
輯
す
る
事
な
か
ら
む

¥
<
-
.
純
s
s
j
之
幣
牛
・
・
・
的
ォ
=
3
叫
、
 
1

定
家
の
訓
読
文
に
お
け
る
「
む
」
は
'
勿
論
国
語
表
現
と
し
て
必
要
な
部
分
で
補
わ
れ
る
。

そ
の
補
議
は
'
無
秩
序
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
和
化
漢
文
に
補
議
の
指
標
と
な
る
副
詞
や

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

助
字
が
用
い
ら
れ
る
場
合
で
'
次
の
よ
う
な
型
が
あ
る
。
〔
蓋
-
-
(
辛
)
〕
〔
何
-
-
〕
(
な
ん

ぞ
-
-
む
(
や
)
〉
(
な
に
の
-
か
-
-
む
)
・
〔
誰
-
-
乎
〕
(
た
れ
か
-
-
む
や
)
・
〔
寧

-
・
・
・
乎
〕
(
い
か
で
か
-
-
む
や
)
・
〔
豊
-
-
〕
(
あ
に
-
-
む
や
)
・
〔
宜
-
-
〕
(
よ
ろ

し
く
-
-
む
)
等
の
九
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
疑
問
・
反
語
表
現
の
場
合
で
あ
る
が
'
疑
問
表

現
に
は
こ
の
他
に
文
末
に
助
字
「
欺
」
が
用
い
ら
れ
て
(
-
-
む
か
)
と
訓
ま
れ
る
も
の
が
二

例
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
訓
読
文
に
は
事
実
の
記
述
や
叙
述
に
お
け
る
論
理
の
展
開
を
重
視
す
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
だ
と
す
る
と
へ
日
本
語
の
表
現
と
し
て
論
理
構
造
上
不
可
欠
な
助
動

詞
と
い
え
る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
場
合
は
'
定
家
が
和
化
漢
文
を
解
釈
(
訓
読
)
し

な
が
ら
へ
自
ら
の
考
え
る
日
本
語
の
文
章
と
し
て
よ
り
整
っ
た
表
現
に
す
る
た
め
に
'
そ
の
文

脈
に
従
っ
て
補
読
し
た
も
の
で
あ
る
。
補
読
さ
れ
た
「
む
」
の
意
味
・
用
法
は
、
推
量
・
意

志
・
腕
曲
な
ど
様
々
で
'
論
理
構
造
上
必
ず
し
も
必
要
性
の
高
く
な
い
主
観
的
な
陳
述
に
与
る

も
の
も
あ
る
。
訓
読
に
際
し
て
は
'
表
現
さ
れ
た
内
容
を
'
事
柄
本
位
に
客
観
的
・
論
理
的
に

解
釈
す
る
こ
と
で
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
'
定
家
の
訓
読
は
こ
の
よ
う
な
主
観
的
・
情
緒
的
な
表

現
を
も
用
い
る
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
純
漢
文
の
訓
読
と
異
な
り
、
和
化
漢
文

の
訓
読
は
そ
の
基
底
に
あ
る
表
現
者
の
意
図
し
た
国
語
表
現
を
再
現
す
る
こ
と
だ
と
考
え
れ

ば
'
斯
か
る
定
家
の
訓
読
の
姿
勢
は
和
化
漢
文
訓
読
の
1
つ
の
あ
る
べ
き
姿
と
言
え
る
O

「
む
と
す
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
T
例
の
み
、
和
化
漢
文
の
「
欲
」
字
を
訓
ん
だ
も
の
が
あ
る
0

0
3
6
身
の
う
へ
の
こ
と
ゝ
い
ふ
と
も
'
な
を
か
た
は
ら
の
人
に
は
ふ
か
む
と
す

〔
雑
身
之
恩
潤
へ
尚
欲
省
傍
官
〕

【欲】和
化
漢
文
に
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
、
「
む
と
す
」
に
訓
ま
れ

る
前
項
の
一
例
へ
「
べ
し
」
に
訓
ま
れ
る
一
例
、
対
応
部
分
の
な
い
一
例
が
あ
る
0

○
殿
勤
之
志
へ
欲
安
子
三
井
寺
央

(
1
7
9
殿
勤
の
心
さ
し
'
三
井
寺
に
安
し
た
て
ま
つ
る
へ
し
)

○
然
開
通
誇
昇
晋
者
へ
傾
財
産
欲
報
唇
吻
'
忽
沈
超
越
者
へ
烏
出
仕
失
面
目
(
×
)

「
欲
」
字
に
は
'
願
望
の
意
を
表
す
場
合
と
将
然
の
辞
の
場
合
と
が
あ
る
。
本
資
料
の
和
化

漢
文
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
願
望
の
意
を
表
す
用
字
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
動
詞
と
し
て
ホ

リ
ス
・
ホ
ッ
ス
や
オ
モ
フ
・
オ
ボ
ス
な
ど
と
訓
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
定
家
は
所
謂
助
動

詞
と
し
て
訓
む
。
助
動
詞
と
解
釈
さ
れ
る
「
欲
」
の
訓
法
の
漢
文
訓
読
に
お
け
る
特
徴
は
、
漢

ホ

リ

ス

ホ

ッ

ス

オ

モ

フ

ス

籍
系
が
「
ム
コ
-
ヲ
欲
」
「
マ
ク
欲
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
仏
書
系
が
「
ム
-
欲
」
「
ム
ト
欲
」

(
2
)

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
定
家
の
「
む
と
す
」
と
す
る
訓
み
は
現
象
と
し
て
は

仏
書
系
の
訓
み
と
通
ず
る
が
、
中
世
に
は
既
に
ム
-
ス
が
和
文
系
資
料
や
和
漢
混
清
文
等
に
も

広
く
使
用
さ
れ
'
日
常
の
使
用
語
と
し
て
一
般
化
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
考
え
る
と
'
「
欲
」



田

中

雅

和

と
ム
-
ス
と
の
結
び
つ
き
は
特
別
の
こ
と
で
は
な
い
。
因
み
に
へ
ム
-
ス
と
密
接
な
連
続
性
を

持
つ
助
動
詞
に
ム
ズ
が
あ
る
が
'
「
欲
」
を
ム
ズ
に
訓
ず
る
こ
と
は
一
般
的
で
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
'
ム
-
ス
と
ペ
シ
と
が
意
味
・
用
法
や
表
現
性
に
お
い
て
類
似
点
の
あ
る
こ
と
は

指
摘
さ
れ
る
が
、
本
資
料
の
よ
う
に
「
欲
」
を
「
ぺ
し
」
と
訓
む
例
は
極
め
て
特
異
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
管
見
の
範
囲
で
は
そ
の
例
や
報
告
を
末
だ
見
な
い
。
助
動
詞
ム
・
ム
ト
ス
・
ベ
シ

は
推
量
や
意
志
を
表
す
点
で
共
通
す
る
が
'
そ
の
表
現
性
の
差
異
や
共
通
点
な
ど
に
つ
い
て
以

前
論
じ
加
O
旧
稿
で
・
意
志
の
意
味
・
用
法
に
お
い
て
は
,
ム
に
比
し
て
ム
-
ス
・
ベ
シ
は
共

に
対
他
性
を
蛍
く
持
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
へ
l
蝦
に
ヘ

ム
に
比
し
て
ヘ
ム
-
ス
・
ベ
シ
は
主
観
的
な
・
確
信
を
も
っ
た
推
量
で
あ
り
'
強
い
意
志
を
表

す
と
い
う
表
現
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
斯
か
る
意
味
に
お
い
て
ヘ
ム
ト
ス
と
ベ
シ
と
が
共

通
す
る
た
め
に
t
l
般
に
は
ム
-
ス
の
訓
と
結
び
つ
い
た
「
欲
」
字
も
「
べ
し
」
と
訓
み
得
た

(E)

の
で
あ
ろ
う
。
国
語
表
現
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
よ
り
活
か
し
た
訓
読
と
見
得
る
。
こ
れ
も
'

和
化
漢
文
の
基
底
に
あ
る
国
語
表
現
の
再
現
を
重
視
し
、
よ
り
和
ら
げ
整
っ
た
表
現
に
な
る
よ

う
に
意
訳
・
翻
訳
す
る
と
い
う
定
家
の
訓
読
に
対
す
る
姿
勢
が
反
映
し
て
い
る
。

「
べ
し
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
七
〇
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
可
」
に
対
応
す

る
例
が
最
も
多
く
五
二
例
、
「
宜
」
に
対
応
す
る
も
の
が
二
例
へ
「
須
」
に
対
応
す
る
も
の
が
一

例
へ
補
試
さ
れ
た
も
の
が
七
例
(
補
読
率
は
一
割
)
、
対
応
部
分
の
な
い
も
の
が
l
例
、
そ
の

他
七
例
が
あ
る
。
「
む
」
と
対
照
的
に
補
読
率
が
極
め
て
低
く
'
日
本
語
文
と
し
て
必
要
な

「
べ
し
」
は
原
則
と
し
て
和
化
漢
文
で
「
可
」
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
と
見
て
良
い
。

助
動
詞
ベ
シ
は
'
漢
文
訓
読
に
お
い
て
も
和
化
漢
文
の
表
記
に
お
い
て
も
'
「
可
」
や
再
読

字
「
宜
」
「
須
」
と
の
関
係
が
一
般
的
に
固
定
化
し
て
お
り
'
本
資
料
で
も
基
本
的
に
そ
の
範

囲
か
ら
外
れ
な
い
。
国
語
助
動
詞
ベ
シ
の
意
味
・
用
法
の
点
か
ら
見
て
も
'
本
資
料
の
実
態
は

特
別
な
情
況
は
殆
ど
な
い
。
「
補
読
」
と
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
用
例
の
考
察
に
と
ど
め
る
。

0
7
 
1
槽
入
寺
権
卸
殿
司
、
を
の
く
l
人
を
く
は
八
へ
て
)
ふ
へ
し

〔
加
植
入
専
権
御
殿
司
各
1
人
〕

0
7
6
一
向
に
器
量
を
え
ら
ひ
て
'
品
幌
(
秩
)
を
さ
ら
ふ
へ
か
ら
す

〔
1
向
撰
器
量
へ
何
強
論
品
秩
〕

0
7
8
こ
れ
す
な
は
ち
悌
神
事
の
つ
い
て
へ
論
義
講
の
時
'
執
行
を
も
ち
て
探
題
と
す
へ
き
ゆ

へ
な
り
〔
定
則
悌
神
事
之
次
'
論
義
講
之
時
'
以
執
行
鵠
探
題
〕

0
1
 
1
9
人
の
ゆ
つ
り
の
ほ
か
'
停
止
の
式
を
を
き
て
、
拝
除
の
思
を
た
つ
へ
し

〔
人
譲
之
外
へ
置
停
止
之
式
'
絶
拝
除
之
思
〕

0
2
 
1
9
身
の
要
人
に
お
き
て
は
、
こ
と
に
潔
白
の
沙
汰
を
く
は
へ
て
,
な
か
く
い
ゑ
八
を
)
に
つ

た
ふ
る
を
L
へ
と
す
へ
し
〔
於
身
之
要
人
者
、
殊
加
潔
白
之
沙
汰
'
此
惟
永
道
家
語
之
訓
〕

0
2
2
5
連
々
さ
し
あ
ひ
て
つ
く
の
は
さ
る
あ
ひ
た
、
つ
ゐ
に
逝
去
、
も
と
も
お
そ
れ
い
た
む
へ
し

〔
連
々
指
合
不
償
之
'
遂
以
令
逝
去
'
如
何
干
他
生
〕

0
2
5
3
か
の
三
輩
の
門
跡
を
た
つ
ね
て
・
か
な
ら
す
盲
の
道
儀
を
か
さ
る
へ
し

〔
尋
彼
三
輩
之
門
跡
へ
以
筋
1
日
之
道
儀
〕

定
家
に
よ
っ
て
補
読
さ
れ
る
「
べ
し
」
は
右
の
七
例
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
'
和
化
漢
文
と
訓
読

文
と
の
間
に
客
観
的
情
報
内
容
の
大
差
は
な
く
、
必
ず
し
も
助
動
詞
「
べ
し
」
を
必
要
と
し
な

い
。
文
脈
的
整
合
性
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
'
漢
文
的
表
現
を
和
文
的
表
現
に
換
え
た
り
、

「
べ
し
」
が
補
わ
れ
た
り
し
た
も
の
で
'
文
脈
に
従
っ
て
定
家
の
解
釈
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
o
例
え
ば
、
(
品
峡
(
秩
)
を
き
ら
ふ
へ
か
ら
す
)
は
漢
文
的
な
〔
何
強
論
品
秩
〕
と
い
う
反
語

表
現
を
直
接
的
な
禁
止
表
現
に
換
え
る
た
め
に
国
語
表
現
と
し
て
必
要
な
「
べ
し
」
が
補
わ
れ

た
の
で
あ
る
し
、
(
か
な
ら
す
1
日
の
追
儀
を
か
さ
る
へ
し
〉
は
〔
以
餅
一
日
之
道
儀
〕
(
「
以
」

字
は
「
必
」
か
)
で
副
詞
「
か
な
ら
ず
」
を
訓
ん
だ
の
に
呼
応
す
る
形
で
「
べ
し
」
が
用
い
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
も
国
語
表
現
と
し
て
の
自
然
さ
が
意
図
さ
れ
、
よ
り
和
ら
げ
ら
れ
た
意
訳
・
翻

訳
と
い
え
る
。

0
2
8
な
か
く
そ
の
職
に
し
た
か
ひ
て
'
そ
の
人
に
つ
く
へ
か
ら
す

〔
永
随
所
職
、
勿
附
其
人
〕

0
5
6
件
の
起
請
、
検
校
己
下
権
官
以
上
へ
み
な
一
過
を
う
つ
し
て
、
ゆ
く
さ
き
を
い
ま
し
む

へ
し
〔
件
起
請
'
棟
校
己
下
槽
官
以
上
'
皆
寓
1
適
へ
互
可
相
持
〕

○
警
最
を
そ
の
地
に
う
へ
て
'
恩
徳
を
本
寺
に
報
す
へ
し

〔
植
善
根
於
其
地
'
報
恩
徳
於
本
寺
へ
又
不
可
哉
〕

0
1
7
9
殻
勤
の
心
さ
し
、
三
井
寺
に
安
し
た
て
ま
つ
る
へ
し
〔
殿
勤
之
志
'
欲
安
干
三
井
寺
央
〕

0
2
0
2
正
直
を
さ
き
と
し
,
寺
務
の
と
も
か
ら
,
膏
規
を
ま
も
る
へ
し

〔
以
正
直
可
鵠
先
'
寺
務
之
輩
へ
守
菌
規
可
行
事
〕

0
2
 
1
4
神
明
か
な
ら
す
照
覧
し
て
,
そ
の
と
か
事
を
ゝ
こ
さ
む
所
に
か
へ
る
へ
し

〔
神
必
可
垂
照
覧
、
誤
開
答
於
本
人
〕

0
2
2
9
か
れ
に
つ
け
こ
れ
に
つ
け
,
つ
く
り
い
と
な
む
へ
き
こ
ゝ
ろ
さ
し
も
と
も
切
也

〔
付
彼
付
此
'
可
造
可
果
、
志
之
尤
切
〕

右
七
例
も
一
種
の
補
読
で
は
あ
る
が
'
前
述
の
補
読
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
定
家
の
解

釈
に
よ
る
意
訳
で
は
あ
る
が
、
和
化
漢
文
に
「
べ
し
」
の
指
標
と
な
り
得
る
語
(
漢
字
)
が
'

同
文
中
や
そ
の
前
後
に
'
表
記
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
。
例
え
ば
、
(
そ
の
人
に
つ
く
へ
か

ら
す
)
の
「
べ
か
ら
ず
」
は
「
勿
」
字
を
訓
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
勿
」
の
訓
と
し
て
「
べ
か

ら
ず
」
は
決
し
て
一
般
的
で
は
な
い
(
名
義
抄
・
法
下
五
七
に
も
あ
る
「
ナ
カ
レ
」
が
7
般
的

で
あ
る
)
が
'
「
勿
」
は
漢
文
で
'
「
べ
か
ら
ず
」
は
和
文
・
漢
文
訓
読
文
で
'
共
に
禁
止
表
現



に
用
い
ら
れ
'
意
味
的
に
は
共
通
す
る
。
漢
文
翻
訳
口
調
を
よ
り
和
ら
げ
た
意
訳
と
い
え
る
o

ま
た
へ
〔
守
菖
規
可
行
事
〕
〔
可
造
可
栗
へ
志
之
尤
切
〕
に
対
す
る
(
膏
規
を
ま
も
る
へ
し
)

(
つ
く
り
い
と
な
む
へ
き
こ
ゝ
ろ
さ
し
も
と
も
切
也
)
な
ど
は
'
「
可
」
字
の
含
ま
れ
る
文
を
字

面
の
ま
ま
に
直
訳
し
な
い
が
'
文
意
を
活
か
し
た
翻
訳
に
「
可
」
字
の
訓
み
「
べ
し
」
を
用
い

た
も
の
で
あ
る
。

【可】和
化
漢
文
に
総
数
六
八
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
べ
し
」
に
対

応
す
る
六
一
例
(
前
項
「
べ
し
」
で
「
そ
の
他
」
に
分
類
し
た
も
の
も
含
む
)
と
'
対
応
部
分

の
な
い
七
例
が
あ
る
。
和
化
漢
文
で
用
い
ら
れ
る
「
可
」
は
'
原
則
と
し
て
訓
読
文
で
「
べ
し
」

と
訓
ま
れ
、
不
議
に
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
な
対
応
関
係
が
あ
る
。
日
本
語
文
と
し
て
必
要

な
「
べ
し
」
は
原
則
と
し
て
和
化
漢
文
で
「
可
」
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
こ
と
の
反
証
と
も

言
え
る
。
国
語
助
動
詞
ベ
シ
の
意
味
・
用
法
の
点
か
ら
見
て
、
本
資
料
の
実
態
は
特
別
な
情
況

は
殆
ど
な
い
が
、
純
漢
文
の
「
可
」
の
用
法
に
基
づ
く
と
見
ら
れ
る
用
例
が
あ
る
0

○
縦
無
此
桐
誠
へ
可
憐
々
々
'
況
有
彼
盛
託
'
可
恐
可
恐

(
2
0
6
た
と
ひ
こ
の
卸
い
ま
し
め
な

く
と
も
、
つ
ゝ
し
む
へ
し
'
い
は
む
や
か
の
霊
託
あ
り
へ
お
そ
れ
さ
る
へ
し
や
)

右
例
へ
特
に
〔
可
恐
〕
は
'
純
漢
文
で
情
意
的
な
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
可
」
で
あ
り
'
一
般

に
和
文
系
資
料
に
見
ら
れ
る
ベ
シ
と
は
異
質
で
あ
る
。
純
漢
文
の
「
可
」
の
(
あ
る
意
味
で
は

特
殊
な
)
用
法
が
和
化
漢
文
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
斯
か
る
「
可
」
と
国
語
助
動

詞
ベ
シ
と
が
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
た
め
に
へ
表
現
(
文
)
全
体
か
ら
見
る
と
'
字
面
の
ま
ま

に
「
お
そ
る
べ
し
」
と
直
読
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
た
訓
読
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
'
語
の

レ
ベ
ル
で
は
、
「
可
」
を
「
べ
し
」
と
訓
読
す
る
こ
と
が
固
定
化
し
て
い
た
の
で
'
「
可
」
に

「
べ
し
」
が
対
応
し
て
い
る
。

【宜】和
化
漢
文
で
五
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
よ
ろ
し
く
-
べ
し
」

と
訓
ま
れ
る
一
例
、
「
べ
し
」
と
訓
ま
れ
る
一
例
へ
「
よ
ろ
し
く
-
む
」
と
訓
ま
れ
を
一
例
へ
対

応
部
分
の
な
い
二
例
が
あ
る
。

○
凡
非
過
分
之
大
督
者
へ
宜
駐
任
意
之
上
奏
央

(
1
9
7
過
分
の
大
昔
に
あ
ら
す
は
'
よ
ろ
し
く
任
意
の
上
奏
を
と
ゝ
む
へ
し
)

○
然
者
永
停
濫
望
'
宜
期
次
第
之
由

(
5
3
こ
れ
に
よ
り
て
'
な
か
く
濫
望
を
と
ゝ
め
て
'
次
第
を
ま
も
る
へ
き
よ
し
)

○
膏
匪
一
世
之
素
願
へ
宜
胎
万
代
之
玄
跡

へ
2
6
た
ゝ
7
世
の
願
に
あ
ら
す
'
よ
ろ
し
く
万
代
の
あ
と
を
の
こ
さ
む
)

○
若
依
大
願
之
力
'
道
過
分
之
望
者
へ
辛
抱
他
事
宜
柴
宿
實
へ
是
貴
神
之
願
也
(
×
)

○
綻
錐
寺
務
之
前
日
'
宜
勘
石
心
之
底
露
(
×
〉

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

漢
文
訓
読
で
は
「
宜
」
字
に
再
読
訓
「
よ
ろ
し
く
～
べ
し
」
が
固
定
し
て
い
た
。
定
家
の
訓
読

は
そ
の
情
況
と
異
な
る
。
し
か
し
'
平
安
初
期
の
漢
文
訓
読
に
は
再
読
し
な
い
辞
だ
け
の
訓

「
べ
し
」
が
あ
り
'
推
量
の
助
動
詞
ム
と
ベ
シ
と
が
相
通
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'
定
家
の
翻
訳

が
「
宜
」
字
を
「
べ
し
」
「
よ
ろ
し
く
-
む
」
と
訓
む
こ
と
は
'
由
な
い
こ
と
で
は
な
く
へ
文

脈
的
意
味
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
の
訓
法
に
必
ず
し
も
忠

実
に
従
う
こ
と
な
く
へ
文
脈
上
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
を
主
意
と
し
も
国
語
表
現
と
し

て
の
整
合
性
を
重
視
す
る
姿
勢
が
、
定
家
に
よ
る
和
化
漢
文
訓
読
の
一
特
徴
で
あ
ろ
う
.

【須】和
化
漢
文
に
一
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
は
「
す
べ
か
ら
く
-
べ
し
」

と
再
読
さ
れ
る
。
訓
点
資
料
等
に
お
け
る
漢
文
訓
読
の
訓
法
と
同
じ
で
あ
る
。

○
若
錐
得
自
断
へ
須
悲
他
末
厭
(
9
8
も
し
み
つ
か
ら
断
す
る
事
え
た
り
と
い
ふ
と
も
'
す

へ
か
ら
く
他
の
い
ま
た
い
と
は
さ
る
を
か
な
し
ふ
へ
し
)

こ
こ
で
へ
「
べ
し
」
の
否
定
・
禁
止
表
現
に
関
わ
っ
て
'
本
資
料
の
特
徴
的
な
表
現
に
つ
い

て
へ
参
考
の
た
め
に
整
理
し
て
お
く
。

「
べ
か
ら
ず
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
二
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
O
和
化
漢
文
の
「
不
可
」
に
対
応
す
る

九
例
、
「
勿
」
字
に
対
応
す
る
r
例
、
定
家
の
意
訳
と
し
て
用
い
ら
れ
た
T
例
が
あ
る
。
「
べ
か

ら
ず
」
は
「
べ
し
」
の
原
義
が
生
き
た
必
然
性
・
妥
当
性
の
否
定
が
禁
止
や
不
許
可
の
表
現
と

)岨凸

も
と
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
「
不
可
」
は
国
語
助
動
詞
ベ
シ
の
意
味
に
応
じ
て
様
々
な
意
味

'Z;、

に
用
い
ら
れ
る
が
'
禁
止
表
現
に
用
い
ら
れ
る
の
は
和
化
さ
れ
た
用
法
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

か
つ
て
論
じ
た
0
本
資
料
に
お
け
る
「
べ
か
ら
ず
」
も
'
そ
の
殆
ど
が
「
不
可
」
に
対
応
し
、

全
例
が
禁
止
・
不
許
可
の
表
現
と
解
釈
で
き
る
例
で
あ
る
。
ま
た
へ
「
べ
か
ら
ず
」
と
「
不
可
」

と
の
密
接
な
関
係
は
、
漢
文
の
訓
読
や
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
表
記
と
同
じ
で
あ
る
。
例
外
的

な
二
例
に
関
し
て
の
考
察
と
特
徴
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。

0
6
9
各
死
闘
に
あ
ら
す
は
'
た
や
す
く
あ
ら
た
め
補
す
へ
か
ら
す

〔
各
非
死
闘
者
'
挿
不
可
改
補
〕

0
2
8
庄
務
に
い
た
り
て
は
'
な
か
く
そ
の
職
に
し
た
か
ひ
て
'
そ
の
人
に
つ
く
へ
か
ら
す

〔
至
干
庄
務
へ
永
随
所
職
へ
勿
附
其
人
〕

0
7
6
し
か
れ
と
も
へ
一
向
に
器
量
を
え
ら
ひ
て
'
品
幌
(
秩
)
を
き
ら
ふ
へ
か
ら
す

〔
然
而
一
向
撰
器
量
へ
何
強
論
品
秩
〕

【勿】和
化
漢
文
に
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
前
項
に
示
し
た
例
と
共
に
'
漢
字
仮
名
交
り
文

に
対
応
部
分
の
な
い
例
も
含
め
へ
総
て
用
言
を
承
け
て
禁
止
表
現
と
な
る
。



田

中

稚

和

〇
滴
寺
倖
知
此
旨
へ
永
代
勿
有
失
墜
央
(
×
)

○
依
神
之
方
便
'
勿
心
之
退
特
、
速
以
今
生
烏
穣
土
之
終
、
以
後
世
鵠
菩
提
之
始
(
×
)

右
例
は
訓
読
文
に
対
応
す
る
部
分
が
な
い
の
で
へ
そ
の
訓
み
は
明
確
で
な
い
が
へ
一
般
に
禁
止

表
現
の
「
勿
」
字
は
「
ナ
カ
レ
」
で
訓
ま
れ
る
。
定
家
の
訓
読
文
で
禁
止
表
現
と
し
て
「
な
か

れ
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
周
房
和
化
漢
文
の
「
莫
」
字
に
対
応
す
る
場
合
で
あ
る
。

【莫】和
化
漢
文
で
七
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
事
な
か
れ
」
と
訓
ま

れ
る
四
例
、
「
事
(
こ
と
)
な
し
」
と
訓
ま
れ
る
二
例
、
対
応
部
分
の
な
い
一
例
が
あ
る
。
全
例
が

用
言
を
承
け
た
否
定
表
現
で
あ
る
が
'
用
言
否
定
の
語
ズ
で
訓
ま
れ
る
こ
と
が
な
く
、
定
家
の

訓
読
で
は
総
て
形
式
名
詞
「
事
:
」
と
」
が
読
添
え
ら
れ
て
否
定
語
「
な
し
」
が
続
く
。
「
不
」

が
″
語
の
否
定
″
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
莫
」
は
″
句
の
否
定
″
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う

適
い
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
'
承
接
す
る
用
言
を
体
言
化
す
る
形
式
名
詞
「
事
(
こ
と
)
」

が
必
ず
読
添
え
ら
れ
る
と
い
う
訓
読
法
が
反
映
し
て
い
る
と
見
得
る
.
ま
た
へ
「
莫
」
が
禁
止

に
用
い
ら
れ
た
場
合
'
さ
ほ
ど
尭
い
命
令
的
禁
止
で
は
な
く
、
先
学
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な

、
≠
こ

「
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
こ
と
が
'
必
然
・
妥
当
の

意
味
の
「
べ
し
」
で
表
現
さ
れ
た
文
を
承
け
た
内
容
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ

る
。○

各
可
省
宛
、
莫
令
封
梓
へ
3
3
を
の
ノ
＼
は
ふ
き
あ
っ
へ
し
'
封
梓
せ
し
む
る
事
な
か
れ
)

○
況
人
之
所
帯
不
可
及
押
領
、
但
宮
寺
領
へ
非
氏
人
者
へ
抑
莫
譲
他
人
(
3
8
い
は
む
や
人

の
所
帯
を
し
り
や
う
す
へ
か
ら
す
へ
た
ゝ
し
宮
て
ら
の
領
へ
氏
人
に
あ
ら
す
は
'
た
や
す

く
他
人
に
ゆ
つ
る
事
な
か
れ
)

○
殊
加
潔
白
之
沙
汰
'
此
繰
永
適
家
語
之
訓
へ
莫
限
寺
務
之
時
央
(
響
…
に
潔
白
の
沙

汰
を
く
は
へ
て
'
な
か
く
い
ゑ
八
を
)
に
つ
た
ふ
る
を
L
へ
と
す
へ
し
へ
寺
務
の
時
に
か

き
る
事
な
か
れ
)

0
1
流
之
中
'
莫
琴
南
子
傍
宮
之
輩
'
可
守
次
第
へ
5
7
一
流
の
う
ち
ふ
た
り
の
弟
子
を
撃

申
こ
と
な
く
し
て
、
た
ゝ
次
第
の
道
理
を
ま
も
る
へ
し
)

○
誤
及
結
審
へ
敢
莫
避
樽
(
1
5
8
か
つ
は
結
審
を
な
し
て
'
あ
へ
て
退
噂
す
る
事
な
か
ら
む
)

○
頗
取
可
放
之
'
敢
莫
傑
緩
央
(
×
)

こ
れ
に
関
連
し
て
、
和
語
ナ
シ
を
背
景
と
し
た
漢
字
【
無
】
が
あ
る
が
'
殆
ど
が
名
詞
を
承

け
て
非
存
在
の
意
味
で
用
い
ら
れ
'
定
家
訓
読
に
対
応
部
分
が
あ
る
も
の
で
見
る
限
り
'
そ
の

訓
読
は
「
な
し
」
で
あ
り
'
活
用
語
を
承
け
る
例
も
「
な
し
」
系
の
読
み
が
想
定
さ
れ
る
。
し

か
し
'
禁
止
表
現
の
「
ナ
カ
レ
」
に
用
い
ら
れ
る
例
は
な
い
。
和
化
漢
文
で
総
数
二
〇
例
の
使

用
が
認
め
ら
れ
、
漢
字
仮
名
交
り
文
で
、
「
な
し
」
に
訓
ま
れ
る
1
0
例
へ
熟
字
「
無
～
」
の

形
に
な
る
五
例
へ
対
応
部
分
の
な
い
五
例
が
あ
る
。

「ぬ」漢
字
仮
名
交
り
文
に
1
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
了
」
に
対
応
す
る
部
分

に
「
を
は
り
ぬ
」
と
い
う
連
語
の
形
で
用
い
ら
れ
'
「
了
」
を
指
標
に
し
て
読
添
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「
ぬ
」
単
独
で
用
い
ら
れ
た
も
の
や
補
読
さ
れ
た
も
の
は
な
い
。
本
来
《
を
は

り
+
ぬ
〉
と
い
う
二
語
の
連
語
が
t
l
語
相
当
の
資
格
で
助
動
詞
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
用
い

ら
れ
た
和
化
漢
文
独
自
の
用
法
で
あ
る
。

0
2
2
2
右
、
く
た
ん
の
塔
は
'
成
清
法
印
検
校
の
時
へ
焼
失
L
を
は
り
ぬ

〔
右
、
件
塔
者
へ
成
清
鵠
検
校
之
時
へ
焼
失
了
〕

【了】和
化
漢
文
に
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
.
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
を
は
り
ぬ
」
と
訓
ま

れ
る
一
例
と
'
対
応
部
分
の
な
い
二
例
が
あ
る
。
本
来
の
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
も
あ

る
が
、
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
助
動
詞
と
し
て
機
能
し
た
和
化
漢
文
独
自
の
用
法
が
存
す
る
。

定
家
の
訓
読
に
対
応
す
る
部
分
は
な
い
が
'
一
般
に
は
同
様
に
「
を
は
り
ぬ
・
を
は
ん
ぬ
」
と

訓
ま
れ
へ
所
謂
完
了
の
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
【
畢
】
も
一
例
認
め
ら
れ
る
。
「
畢
」
の

場
合
'
「
己
畢
」
の
如
く
「
己
」
字
と
共
に
使
用
さ
れ
、
完
了
の
助
動
詞
と
し
て
の
性
格
が
強

く
表
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
他
の
動
詞
の
下
位
に
直
接
す
る
。

○
右
、
先
師
別
嘗
平
生
之
時
へ
書
籍
一
切
経
へ
常
山
建
立
経
蔵
奉
納
己
華
へ
毎
年
於
質
前
可
迷

供
養
之
由
へ
鍍
願
亦
了
(
×
)

○
所
願
成
就
了
可
令
遁
世
事
(
×
)

「
た
り
」
完
了
・
存
続

漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
八
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
'
総
て
が
補
読
さ
れ
る
。
漢
字
に
助
動

詞
タ
リ
に
相
当
す
る
意
味
を
持
つ
語
(
辛
)
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
和
化
漢
文
に
も
そ
の
表

記
が
な
く
、
訓
読
の
際
に
定
家
の
解
釈
に
従
っ
て
補
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

終
止
形
/
四
例
〔
「
錐
」
に
対
応
す
る
部
分
に
補
読
三
例
〕
・
連
体
形
/
四
例

0
5
9
昔
宮
の
僧
俗
官
等
'
官
位
を
お
ひ
た
り
と
い
へ
と
も
、
品
峡
(
秩
)
を
さ
た
め
さ
る
あ
ひ

た
〔
嘗
宮
僧
俗
宮
等
'
錐
帯
官
位
'
不
定
品
秩
之
間
〕

0
8
8
た
ゝ
し
顕
密
の
修
撃
に
す
く
れ
た
り
と
い
ふ
と
も
'
宮
て
ら
の
除
商
に
あ
ら
す
は
'
そ

の
職
に
補
す
へ
か
ら
す
〔
但
錐
長
顛
賓
之
修
撃
'
尚
非
宮
寺
之
除
菌
者
へ
不
可
補
其
職
〕

0
1
4
3
く
は
し
き
こ
と
'
千
手
の
所
に
み
え
か
頃
〔
×
〕

0
1
7
5
か
の
て
ら
は
'
弟
子
か
祖
師
も
名
を
あ
け
身
を
ぬ
き
い
て
た
る
み
き
り
也

〔
彼
寺
者
弟
子
之
祖
師
へ
揚
名
抽
身
之
糊
也
〕

0
1
9
2
ひ
と
へ
に
朝
家
の
わ
つ
ら
ひ
と
し
て
'
公
平
の
も
と
ゐ
を
わ
す
れ
た
る
か
こ
と
し

〔
偏
鳥
朝
家
之
煩
へ
如
忘
公
平
之
基
〕

Ill



右
諸
例
に
見
る
よ
う
に
'
補
議
を
促
す
指
標
と
し
て
の
文
字
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
'

純
粋
に
訓
読
者
の
文
脈
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
補
読
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
敢
え
て
そ
の
傾

向
を
求
め
る
な
ら
ば
へ
和
化
漢
文
に
「
錐
」
字
の
用
い
ら
れ
た
文
中
で
禰
読
さ
れ
る
例
が
多
い

点
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
し
'
接
続
助
詞
機
能
の
「
錐
」
を
「
と
い
ふ
と
も
」
「
と
い
ヘ
ビ
も
」

に
訓
む
た
め
に
必
ず
「
た
り
」
の
補
読
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
漢
文
訓
読
や
和
漢
混

清
文
で
も
、
「
と
い
ふ
と
も
」
「
と
い
ヘ
ビ
も
」
が
用
言
に
続
く
場
合
へ
そ
の
終
止
形
を
直
接
に

承
接
す
る
L
t
本
資
料
の
定
家
訓
読
で
も
一
〇
例
中
の
七
例
が
そ
う
で
あ
る
。

「
り
」漢

字
仮
名
交
り
文
に
二
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
も
総
て
補
説
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

○
響
れ
を
も
ち
ゐ
る
と
い
へ
と
も
'
連
々
さ
し
あ
ひ
て
つ
く
の
は
さ
る
あ
ひ
た
,
つ
ゐ
に

逝
去
-
そ
の
事
を
つ
く
の
ふ
へ
き
も
の
'
す
て
に
弟
子
に
あ
た
れ
り

〔
雑
用
之
、
連
々
指
合
不
償
之
へ
遂
以
令
逝
去
-
可
償
其
事
者
、
己
嘗
弟
子
〕

0
2
3
9
重
々
の
所
願
、
言
に
満
足
せ
す
、
其
身
は
や
く
き
り
て
、
そ
の
願
封
の
こ
れ
り

〔
重
々
之
所
願
'
一
々
不
満
足
へ
其
身
早
逝
、
其
願
尚
遺
〕

こ
れ
も
'
訓
読
の
際
に
定
家
の
文
脈
的
解
釈
に
従
っ
て
補
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
へ
前

項
の
「
た
り
」
と
異
な
る
の
は
'
文
脈
的
意
味
の
解
釈
に
完
了
・
存
続
の
助
動
詞
を
補
読
す
る

こ
と
に
資
す
る
副
詞
・
連
用
修
飾
語
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
接
に
は
〔
己
〕
(
す
で

に
)
・
〔
尚
〕
(
な
お
)
に
呼
応
し
て
助
動
詞
「
り
」
が
用
い
ら
れ
'
前
文
・
同
文
中
の
〔
送
〕

八
つ
ゐ
に
)
・
〔
早
〕
(
は
や
く
)
が
後
続
の
内
容
を
完
了
・
存
続
と
し
て
解
釈
す
べ
き
事
を
示

唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
訓
読
者
の
解
釈
だ
け
に
全
面
的
に
頼
る
純
粋
な
補
読
で
は
な
く
、
和

化
漢
文
中
の
副
詞
が
指
標
と
な
っ
た
一
種
の
読
添
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
な
り
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
七
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
也
」
字
に
対
応
す
る
も

の
一
例
へ
「
欺
」
字
に
対
応
す
る
も
の
二
例
へ
補
読
四
例
(
便
宜
的
に
形
容
動
詞
活
用
語
尾
も

含
む
)
が
あ
る
。
総
て
〈
名
詞
+
な
り
)
型
の
断
定
で
あ
る
。
本
資
料
に
お
け
る
仮
名
表
記
の

「
な
り
」
は
'
幾
分
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

0
8
6
才
の
測
源
に
あ
ら
す
よ
り
は
'
法
の
棟
梁
に
そ
な
は
り
か
た
さ
ゆ
へ
な
り

〔
自
非
才
之
淵
源
へ
難
備
法
之
棟
梁
故
也
〕

和
化
漢
文
の
「
也
」
字
を
助
動
詞
と
し
て
「
な
り
」
に
訓
み
仮
名
表
記
す
る
こ
と
は
t
t
般
に

は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
が
'
本
資
料
で
は
こ
の
t
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
情

況
が
生
じ
る
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
。

○
響
1
れ
寺
務
進
退
の
身
に
あ
ら
す
は
'
経
始
土
木
の
こ
と
に
た
よ
り
な
さ
ゆ
へ
な
り

〔
是
非
寺
務
進
退
之
身
者
へ
不
便
経
始
土
木
之
事
欺
〕

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

0
2
5
4
重
山
の
月
を
こ
ひ
,
大
虚
の
風
を
ね
か
ふ
ゆ
へ
な
り

〔
懸
垂
山
之
月
へ
希
大
虚
之
風
音
欺
〕

l
般
に
、
漢
文
訓
読
で
は
「
敗
」
字
が
助
詞
カ
に
訓
ま
れ
へ
和
化
漢
文
の
「
欺
」
は
助
詞
カ
を

表
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
'
本
資
料
で
は
「
ゆ
へ
な
り
」
と
訓
ず
る
。
定
家
の
特
殊
な
訓

み
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
る
漢
文
の
「
欺
」
字
・
和
文
の
助
詞
カ
に

対
し
て
、
和
化
漢
文
の
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
る
「
欺
」
に
は
断
定
の
保
留
・
娩
曲
的
断
定
を

表
す
用
法
が
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
に
表
現
行
為
と
理
解
行
為
と
の
関
係
が
絡
み
合
っ
て
'

「
欺
」
と
「
カ
」
と
の
間
に
あ
る
問
題
を
柏
雑
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
を
か

s

っ
て
行
っ
た
の
で
'
詳
細
は
前
稿
に
譲
る
。

0
7
8
こ
れ
す
な
は
ち
悌
神
事
の
つ
い
て
'
論
義
講
の
時
'
執
行
を
も
ち
て
探
題
と
す
へ
き
ゆ

へ
射
射
り
そ
の
ゆ
へ
は
,
行
数
和
尚
上
洛
の
時
〔
定
則
悌
神
事
之
次
へ
論
義
講
之
時
へ

以
執
行
鵠
探
題
へ
談
法
昧
之
甚
深
ヘ
音
威
光
之
増
益
へ
其
故
老
へ
行
教
和
尚
上
洛
時
〕

右
例
は
訓
読
文
に
「
な
り
」
が
補
読
さ
れ
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
和
化
漢
文
の
〔
談
法
味
之

甚
深
'
貴
威
光
之
増
益
〕
が
省
略
さ
れ
へ
訓
読
文
で
は
(
す
へ
き
ゆ
へ
な
り
)
を
補
読
し
て
文

を
終
止
L
へ
直
後
に
(
そ
の
ゆ
へ
は
)
以
降
の
文
が
続
-
O
和
化
漢
文
を
簡
略
化
し
て
訓
読
す

る
際
へ
後
続
文
と
の
関
係
を
表
現
上
整
え
る
た
め
の
処
置
と
し
て
補
読
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る
。

「也」漢
字
仮
名
交
り
文
に
総
数
〓
ハ
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
也
」
に
対
応
す

る
一
四
例
と
、
補
説
二
例
が
あ
る
。
総
て
文
末
に
位
置
す
る
終
止
形
で
'
〈
名
詞
+
也
)
型
の

断
定
で
あ
る
。
定
家
訓
読
文
で
附
属
語
を
漢
字
表
記
し
た
の
は
こ
の
一
語
だ
け
で
あ
り
'
殆
ど

が
和
化
漢
文
の
「
也
」
字
を
そ
の
ま
ま
に
漢
字
表
記
す
る
。
こ
の
情
況
は
、
国
語
助
動
詞
ナ
リ

と
漢
文
・
漢
字
の
「
也
」
と
の
関
係
が
、
理
解
行
為
に
お
い
て
も
表
現
行
為
に
お
い
て
も
'
極

め
て
密
接
で
普
遍
化
・
固
定
化
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
言
え
る
。
ま
た
'
仮
名
「
な
り
」
使

用
の
場
合
を
含
め
て
、
補
読
さ
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
い
こ
と
か
ら
'
原
則
と
し
て
、
日
本
語
文

に
必
要
な
助
動
詞
ナ
リ
は
和
化
漢
文
で
も
文
字
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

0
2
2
9
つ
く
り
い
と
な
む
へ
き
こ
ゝ
ろ
さ
し
も
と
も
切
也
〔
可
造
可
果
'
志
之
尤
切
〕

0
2
4
3
よ
り
て
ま
つ
願
を
ゝ
こ
し
て
,
い
よ
く
運
命
を
い
の
る
と
こ
ろ
也

〔
仇
先
費
願
'
禰
祈
運
命
而
己
〕

右
例
は
補
読
語
を
も
漢
字
表
記
し
た
例
で
あ
る
。
〔
而
己
〕
は
一
般
的
な
訓
読
で
は
助
詞
ノ

ミ
に
訓
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
が
へ
純
漢
文
で
は
「
也
」
字
な
ど
と
同
様
の
確
認
・
判
定
等
の
機

S
ォ

能
を
持
っ
た
文
末
助
詞
や
認
定
の
語
気
詞
な
ど
と
分
類
・
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
機
能
と
こ
こ
で

の
意
味
か
ら
見
れ
ば
'
文
末
の
〔
而
己
〕
を
定
家
の
訓
読
が
断
定
・
判
断
の
(
也
)
と
す
る
こ

と
は
必
ず
し
も
特
異
な
解
釈
で
は
な
い
。

ll



田

中

稚

和

【也】和
化
漢
文
に
総
数
二
一
例
の
使
用
が
あ
る
O
漢
字
仮
名
交
り
文
で
'
「
也
」
に
さ
れ
る
も
の

T
四
例
、
「
な
り
」
に
さ
れ
る
も
の
7
例
、
対
応
部
分
の
な
い
も
の
三
例
'
不
読
三
例
が
あ
る
o

名
詞
+
也
/
一
五
例
(
(
也
)
7
四
例
・
(
な
り
)
l
例
)

動
詞
+
也
/
六
例
(
不
読
三
例
・
(
×
)
三
例
)

日
本
語
の
語
序
か
ら
見
た
場
合
へ
(
名
詞
+
也
〉
に
な
る
も
の
一
五
例
は
訓
読
文
で
も
総
て

「
也
・
な
り
」
で
表
記
さ
れ
、
〈
動
詞
+
也
)
の
喝
合
は
訓
読
文
で
不
議
に
処
理
さ
れ
る
。

○
尊
崇
高
配
祖
宗
之
廟
へ
悌
事
神
事
之
在
不
遇
也

(
1
9
尊
崇
た
か
く
祖
宗
の
廟
に
配
す
、
悌
事
神
事
の
不
遇
に
あ
る
)

○
司
存
区
分
'
憎
官
俗
官
之
備
威
儀
也

(
2
0
司
存
ま
ち
ノ
＼
わ
か
れ
'
僧
官
俗
宮
の
威
儀
を
そ
な
ふ
る
)

○
以
此
常
行
布
施
之
力
、
必
烏
無
上
菩
提
之
縁
也

(
塑
」
の
常
(
行
)
住
布
施
の
ち
か
ら
を
も
ち
て
t
か
な
ら
す
無
上
菩
提
の
え
ん
と
せ
む
)

○
是
則
不
忘
以
前
之
沙
汰
'
烏
誠
向
後
之
陵
遅
也
(
×
)

○
若
依
大
願
之
力
へ
遂
過
分
之
望
者
'
寒
地
他
事
宜
果
宿
賓
も
是
貴
神
之
願
也
へ
宣
布
神
慮

之
旨
、
是
酬
師
之
志
也
(
×
)

右
例
に
見
る
限
り
'
和
化
漢
文
で
動
詞
を
承
け
る
「
也
」
は
'
訓
読
で
(
～
す
る
な
り
)
の
如
-

訓
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
'
助
動
詞
ナ
リ
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
和
化
漢

文
の
文
末
「
也
」
は
、
特
に
(
動
詞
+
也
〉
型
の
場
合
へ
文
末
で
あ
る
(
文
が
断
止
す
る
)
こ
と

を
示
す
指
標
で
'
い
わ
ば
句
点
の
よ
う
な
働
き
を
担
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
名
詞
承
接
の

場
合
は
'
そ
れ
が
助
動
詞
ナ
リ
の
判
断
・
断
定
機
能
と
一
致
す
る
た
め
に
へ
「
な
り
」
と
訓
む

こ
と
の
必
然
性
が
あ
る
。
一
方
'
動
詞
承
接
の
場
合
は
'
動
詞
の
終
止
形
(
場
合
に
よ
っ
て
は

連
体
形
)
が
そ
れ
だ
け
で
文
末
に
位
置
し
て
陳
述
機
能
を
果
た
す
の
で
'
国
語
表
現
と
し
て
殊

更
に
「
也
」
を
訓
む
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
'
他
の
文
末
に
位
置
す
る
用

言
が
終
止
形
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
'
当
該
例
だ
け
が
特
徴
的
に
連
体
形
に
さ
れ
の
は
'
「
也
」

が
単
に
文
末
を
表
す
だ
け
で
な
く
へ
強
調
表
現
に
与
る
機
能
を
担
う
と
解
釈
さ
れ
た
た
め
と
も

推
測
さ
れ
る
。
表
現
行
為
の
側
か
ら
も
'
「
也
」
字
の
使
用
の
有
無
に
は
'
和
化
漢
文
作
成
者
の

意
識
的
な
区
別
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
得
る
。
和
化
漢
文
で
も
単
な
る
平
叙
文
で
は
、
「
也
」

を
用
い
ず
に
'
動
詞
だ
け
で
文
を
断
止
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
'
事
実
他
の
多
く
の
文

が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
理
解
行
為
(
訓
読
)
の
側
か
ら
は
「
也
」
字
が
用
い
ら

ifl>

れ
た
こ
と
の
意
義
(
束
調
表
現
で
あ
る
こ
と
)
を
連
体
形
終
止
で
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
.

「
た
り
」
断
定

漢
字
仮
名
交
り
文
に
五
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
和
化
漢
文
の
「
鵠
」
に
対
応
す
る
四
例

と
'
対
応
部
分
の
な
い
一
例
が
あ
る
。
和
化
漢
文
に
対
応
箇
所
が
あ
る
場
合
は
総
て
「
鵠
」
字

で
表
記
さ
れ
て
お
り
へ
補
説
さ
れ
た
例
が
全
く
な
い
点
は
特
徴
的
で
あ
る
。
断
定
の
タ
リ
は
訓

読
だ
け
に
用
い
ら
れ
'
和
文
に
は
殆
ど
見
え
な
い
が
'
国
語
表
現
を
背
景
に
し
た
和
化
漢
文
と

そ
の
訓
読
に
は
普
通
に
用
い
ら
れ
る
。
前
項
の
「
な
り
」
と
合
わ
せ
て
へ
表
現
行
為
に
お
い
て

も
理
解
行
為
に
お
い
て
も
'
日
本
語
文
と
し
て
必
要
な
断
定
の
語
は
'
基
本
的
に
省
略
や
補
読

を
前
提
に
し
た
り
'
不
読
に
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
'
必
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

0
1
5
4
た
ゝ
し
過
分
の
不
吉
あ
ら
は
へ
い
か
て
か
常
住
の
本
懐
た
ら
む
や

〔
但
於
有
過
分
之
不
富
者
へ
季
鵠
常
住
之
本
懐
平
〕

0
2
5
0
導
師
兄
願
講
師
た
る
へ
き
よ
し
・
先
師
の
立
願
也

〔
可
鵠
導
師
呪
願
講
師
之
由
へ
先
師
之
立
願
也
〕

0
5
2
み
な
も
と
を
思
に
、
す
な
は
ち
宮
て
ら
の
お
と
ろ
ふ
る
は
し
畑
射
〔
×
〕

「
ご
と
し
」

漢
字
仮
名
交
り
文
に
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
'
総
て
和
化
漢
文
の
「
如
」
字
に
対
応
し
て

用
い
ら
れ
る
。
補
読
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
も
な
い
。

0
1
4
1
弟
子
弥
靭
堂
を
た
て
ゝ
、
霊
託
の
お
も
む
き
の
こ
と
く
'
御
山
の
内
に

〔
弟
子
建
禰
勤
堂
'
如
震
託
之
趣
へ
山
内
〕

0
1
9
2
ひ
と
へ
に
朝
家
の
わ
つ
ら
ひ
と
し
て
'
公
平
の
も
と
ゐ
を
わ
す
れ
た
る
か
こ
と
し

〔
偏
烏
朝
家
之
煩
へ
如
忘
公
平
之
基
〕

0
1
2
 
1
そ
の
殊
功
と
い
ふ
は
・
・
・
宮
て
ら
の
う
ち
の
強
盗
殺
害
'
か
く
の
引
引
の
犯
人
を
め
し

と
る
と
も
か
ら
也
〔
謂
其
殊
功
者
-
宮
寺
内
強
盗
殺
害
'
如
此
之
犯
人
召
取
之
輩
也
〕

【如】和
化
漢
文
に
四
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
字
仮
名
交
り
文
で
「
ご
と
し
」
に
訓
ま
れ
る

三
例
以
外
に
'
「
如
何
」
l
例
が
あ
る
が
'
定
家
訓
読
文
で
は
意
訳
さ
れ
直
読
さ
れ
な
い
。

○
雑
用
之
へ
連
々
指
合
不
慣
之
、
送
以
令
逝
去
へ
如
何
干
他
生

(
響
」
れ
を
も
ち
ゐ
る
と
い
へ
と
も
'
連
々
さ
し
あ
ひ
て
つ
く
の
は
さ
る
あ
ひ
た
'
つ
ゐ

に
逝
去
へ
も
と
も
お
そ
れ
い
た
む
へ
し
)

【実】和
化
漢
文
に
総
数
一
三
例
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
定
家
の
漢
字
仮
名
交
り
文
で
は
総
て
不

読
字
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
明
瞭
な
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
本
資
料
の
「
臭
」
は
総
て
活
用

語
承
接
(
日
本
語
の
語
序
に
従
う
)
で
あ
る
た
め
に
、
同
じ
機
能
を
持
つ
用
言
承
接
の
「
也
」

と
同
様
へ
「
な
り
」
等
に
訓
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
不
読
字
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
資
料
の
斯
か
る
情
況
は
'
和
化
漢
文
の
「
央
」
が
院
政
期
以
降
用
言
に
の
み
承
接
し
不
読
字

5
)

の
扱
い
に
な
る
と
い
う
'
先
学
の
指
摘
と
符
合
す
る
。
ま
た
へ
本
資
料
の
「
央
」
は
総
て
文
末

Ill



に
使
用
さ
れ
て
お
り
'
且
つ
各
箇
条
の
最
終
行
末
尾
に
の
み
位
置
す
る
と
い
う
極
め
て
際
立
っ

た
特
徴
が
あ
る
o
l
五
箇
集
中
の
l
三
箇
条
が
、
そ
の
文
章
末
尾
を
「
臭
」
字
で
締
め
括
る
。

0
1
期
之
後
'
可
近
付
本
主
氏
人
之
除
菌
臭

(
4
0
7
期
の
,
ち
、
も
と
の
氏
人
の
あ
と
を
た
つ
ね
て
か
へ
し
っ
く
へ
し
)

〇
滴
寺
倖
知
此
旨
、
永
代
勿
有
失
墜
臭

○
尤
申
請
相
【
富
]
准
梯
之
宣
旨
へ
可
存
官
位
次
第
之
等
級
臭

へ
6
4
も
と
も
相
普
准
接
の
宣
旨
を
申
う
け
て
、
官
位
次
第
の
等
級
を
存
す
へ
し
)

○
面
々
之
依
帖
へ
便
々
可
計
宛
央
(
9
0
面
々
の
依
情
へ
便
々
に
は
か
ら
ひ
あ
っ
へ
し
)

○
鷹
取
可
放
之
'
敢
莫
慨
緩
央

○
如
雇
託
之
趣
'
山
内
可
奉
安
置
一
悌
二
菩
薩
像
安

八
1
1
3
御
山
の
内
に
l
ふ
っ
二
は
さ
ち
を
あ
凡
も
札
て
ち
す
へ
し
)

○
道
託
上
品
号
、
讃
無
生
忍
'
更
締
南
浮
号
へ
導
有
縁
之
衆
央

○
殿
勤
之
志
'
欲
安
干
三
井
寺
剣
(
1
7
9
殻
勤
の
心
さ
し
'
三
井
寺
に
安
し
た
て
ま
つ
る
へ
し
)

○
凡
非
過
分
之
大
費
者
'
宜
駐
任
意
之
上
奏
臭

(
1
9
8
過
分
の
大
督
に
あ
ら
す
は
'
よ
ろ
し
く
任
意
の
上
奏
を
と
ゝ
む
へ
し
)

○
莫
限
寺
務
之
時
剣
(
2
 
1
9
寺
務
の
暗
に
か
き
る
事
な
か
れ
)

○
神
必
衰
納
剣
へ
2
3
0
神
明
か
な
ら
す
納
受
し
た
ま
へ
)

○
於
其
勤
行
者
'
臨
期
可
計
定
臭

へ
c
q
3
そ
の
つ
と
め
を
こ
な
ひ
に
お
き
て
は
,
暗
に
の
そ
み
て
は
か
ら
ひ
さ
た
む
へ
し
)

○
垂
跡
亦
先
廟
之
祖
憲
へ
権
化
風
額
'
久
息
叢
嗣
之
陰
、
種
胤
露
深
'
定
開
蓮
墓
之
等
臭

右
例
に
見
る
よ
う
に
'
定
家
の
訓
読
文
で
は
'
和
化
漢
文
に
「
央
」
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
共
通

し
た
特
徴
や
他
の
「
央
」
を
持
た
な
い
文
と
の
差
異
は
認
め
難
い
。
「
べ
し
」
「
な
か
れ
」
と
共

に
用
い
ら
れ
る
点
は
特
徴
的
で
あ
る
が
'
訓
読
の
面
か
ら
見
れ
ば
'
「
可
」
「
莫
」
と
の
関
係
か

ら
用
い
ら
れ
た
L
'
の
で
、
「
臭
」
字
の
有
無
と
直
接
関
係
し
な
い
.
し
か
し
'
漢
文
形
式
に
お

け
る
文
の
意
味
や
表
現
性
の
面
か
ら
見
れ
ば
'
「
臭
」
に
憩
意
的
要
素
が
あ
る
と
は
見
得
る
。

こ
れ
は
へ
漢
文
で
用
い
ら
れ
る
文
末
助
詞
・
語
気
詞
の
中
で
'
「
臭
」
が
強
調
の
意
を
添
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
へ
日
本
語
に
対
応
す
る
語
(
和
訓
)
を
持
た

な
い
「
臭
」
字
の
有
無
は
'
日
本
語
や
訓
読
の
表
現
に
影
響
・
開
与
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
文

(ォ)

形
式
の
表
現
(
和
化
漢
文
)
に
お
い
て
漢
文
の
用
字
・
語
法
が
意
識
さ
れ
た
形
式
上
の
問
題
に

関
わ
る
。
ま
た
'
預
文
で
は
「
臭
」
が
完
結
し
た
文
を
承
け
て
置
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
少
な

く
と
も
本
資
料
で
は
'
あ
る
一
定
の
思
想
・
感
情
な
ど
の
表
現
内
容
が
完
結
し
た
文
章
の
締
め

括
り
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
「
也
」
が
文
末
で
あ
る
(
文
が
断
止
す
る
)
こ
と
を

示
す
指
標
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
央
」
が
文
章
が
完
結
し
た
こ
と
を
示
す
指
標
で
あ
り
'

和
化
漢
文
に
お
い
て
類
似
機
能
を
有
し
た
「
也
」
と
「
臭
」
と
の
差
別
化
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

和
化
漢
文
の
定
家
の
訓
読
に
お
け
る
助
動
詞

と
を
窺
わ
せ
る
。
「
央
」
字
の
和
化
さ
れ
た
和
化
漢
文
の
用
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ

る
。

む
す
ぴ
に

定
家
筆
漢
字
仮
名
交
り
文
は
'
必
ず
し
も
連
字
・
逐
語
的
な
直
訳
的
訓
読
で
は
な
く
へ
か
な

り
自
由
な
意
訳
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
'
全
体
と
し
て
'
国
語
助
動
詞
と
そ
の
和
化

漢
文
の
漢
字
表
記
と
の
関
係
が
'
表
記
形
態
(
表
現
行
為
)
と
訓
読
(
理
解
行
為
)
の
両
側
面

か
ら
見
て
も
、
基
本
的
に
は
1
語
に
l
種
類
の
表
記
が
対
応
し
'
単
純
で
固
定
的
な
の
は
特
徴

的
で
あ
る
。
個
別
の
情
況
は
各
項
目
で
述
べ
て
適
宜
ま
と
め
た
の
で
'
改
め
て
詳
述
し
な
い
。

周
房
筆
和
化
漢
文
に
お
い
て
漢
字
表
記
さ
れ
た
国
語
助
動
詞
相
当
の
助
字
は
「
被
・
令
・

不
・
末
・
非
・
匪
・
欲
・
可
・
宜
・
須
・
也
・
為
・
如
・
英
」
等
で
あ
り
、
そ
の
多
く
が
使
用

さ
れ
た
字
面
に
対
応
し
な
が
ら
直
接
に
'
或
い
は
そ
れ
を
指
標
に
し
た
読
添
に
よ
っ
て
へ
助
動

詞
の
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
'
定
家
の
訓
読
で
不
議
と
さ
れ
た
の
は
《
動
詞
+
也
》
型

の
「
也
」
と
「
臭
」
だ
け
で
'
「
臭
」
字
は
そ
の
総
て
が
完
全
な
不
議
に
な
る
O
日
本
語
と
し

て
の
表
現
で
不
必
要
な
(
訓
読
で
不
読
と
な
る
)
助
字
は
'
原
則
と
し
て
和
化
漢
文
に
も
使
用

し
な
い
も
の
と
見
て
良
い
。
国
語
表
現
と
し
て
不
要
な
不
読
字
(
助
字
)
が
和
化
漢
文
に
用
い

ら
れ
る
の
は
、
和
化
漢
文
と
い
え
ど
も
漢
文
様
式
に
よ
る
表
現
で
あ
り
へ
そ
の
意
味
で
は
漢
文

を
志
向
し
て
い
る
た
め
に
へ
漢
文
特
有
の
表
現
性
二
t
ユ
ア
ン
ス
を
持
っ
た
漢
字
の
意
味
・
用

法
が
意
識
さ
れ
'
漢
文
に
似
せ
る
た
め
の
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

定
家
の
訓
読
文
に
用
い
ら
れ
た
所
謂
助
動
詞
は
「
る
・
し
む
・
ず
・
ぎ
り
・
に
あ
ら
ず
・

む
・
む
と
す
・
べ
し
・
じ
・
ま
じ
・
ぬ
・
た
り
亨
・
り
・
な
り
・
た
り
聖
・
ご
と
し
」
で
へ
そ

の
使
用
さ
れ
た
種
類
が
限
定
的
で
和
文
系
資
料
ほ
ど
豊
か
で
な
い
の
は
t
t
般
の
訓
点
資
料
や

漢
文
訓
読
文
で
の
使
用
情
況
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
味
・
用
法
か
ら
見
て
も
'
和
文

系
資
料
で
は
多
岐
に
百
舌
袴
雑
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
比
較
的
単
純
な
情
況
は
'
訓
点
資

料
や
漢
文
訓
読
文
に
認
め
ら
れ
る
特
徴
と
一
致
す
る
。
次
に
、
補
議
と
の
関
係
に
注
目
し
'
使

用
例
の
多
い
も
の
を
対
象
に
す
る
と
へ
全
く
補
読
さ
れ
な
い
も
の
「
ず
」
「
ぎ
り
」
「
に
あ
ら
ず
」

「
な
り
・
也
」
「
た
り
警
」
'
1
部
補
読
に
よ
る
も
の
「
べ
し
」
(
補
講
率
S
S
)
へ
総
て
補
読
に

よ
る
も
の
「
む
」
「
た
り
亨
・
畠
」
の
如
く
、
基
本
的
性
格
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
表
現
行
為
に
お
い
て
も
理
解
行
為
に
お
い
て
も
'
日
本
語
文
と
し
て
文
脈

上
必
要
な
助
動
詞
で
漢
文
の
助
字
に
意
味
・
用
法
上
対
応
す
る
漢
字
の
あ
る
も
の
は
、
補
読
を

前
提
に
し
た
り
'
不
読
に
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
へ
必
ず
用
い
ら
れ
る
と
い
う
明
瞭
な
特
徴
が

明
ら
か
に
な
る
。
斯
か
る
助
動
詞
は
'
思
考
や
表
現
に
際
し
て
へ
陳
述
内
容
や
論
理
構
造
を
明

確
に
す
る
た
め
に
文
の
基
幹
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
機
能
を
有
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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田

中

稚

和

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
過
程
で
看
取
さ
れ
た
定
家
の
訓
読
に
対
す
る
姿
勢
・
志
向
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
'
漢
文
訓
読
の
訓
法
に
必
ず
し
も
忠
実
に
従
う
こ
と
な
く
'
文
脈

上
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
な
が
ら
、
国
語
表
現
と
し
て
も
整
合
性
の
あ
る
訓
読
を
主
意
と
し
た

姿
勢
で
あ
る
o
l
般
的
な
訓
点
資
料
等
の
漢
文
訓
読
が
'
表
現
さ
れ
た
内
容
を
'
事
柄
本
位
に

客
観
的
・
論
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
と
見
て
艮
け
れ
ば
'
定
家
の
訓
読
は

主
観
的
・
情
緒
的
な
表
現
を
も
用
い
る
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
純
漢
文
の
訓
読

と
異
な
り
へ
日
本
語
を
漢
文
と
い
う
文
章
様
式
に
よ
っ
て
表
現
し
た
和
化
漢
文
の
訓
読
は
へ
そ

の
基
底
に
あ
る
表
現
者
の
意
図
し
た
国
語
表
現
を
再
現
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
'
斯

か
る
定
家
の
訓
読
の
姿
勢
・
志
向
は
和
化
漢
文
訓
読
の
一
つ
の
あ
る
べ
き
姿
と
一
|
i
i
n
<
'
見
よ
う

注

(
-
)
拙
稿
「
「
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
E
E
中
宗
満
願
文
案
」
漢
字
仮
名
交
り
本
文
と
和
化
漢
文
と
の
対

照
考
察
」
(
『
言
語
表
現
研
究
』
第
十
五
号
・
平
成
二
年
三
月
)

(
2
)
拙
稿
「
和
化
漢
文
と
定
家
の
訓
読
-
石
清
水
八
幡
宮
権
別
当
田
中
宗
清
原
文
案
に
お
け
る
助
詞
と

助
字
と
の
関
係
-
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
二
十
二
輯
)

(
3
)
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
エ
バ
三
七
貞

(
4
)
注
(
2
)
拙
稿
参
照
。

(
-
)
本
稿
で
は
シ
ム
を
'
意
味
上
の
遠
い
に
よ
っ
て
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
せ
ず
'
一
様
に
「
使
役

の
助
動
詞
」
と
し
て
扱
う
。
「
自
動
性
の
動
詞
に
付
き
'
単
に
他
動
の
意
味
を
添
え
る
だ
け
」
の
シ

ム
は
必
ず
し
も
使
役
の
意
味
と
は
い
え
な
い
が
'
便
宜
的
な
処
置
と
し
て
'
「
使
役
の
助
動
詞
」
の

名
称
で
一
括
し
て
論
ず
る
o
以
下
'
和
化
漢
文
に
お
け
る
助
動
詞
シ
ム
の
漢
字
表
記
「
令
」
に
つ
い

て
も
同
様
の
根
い
に
す
る
o
『
国
語
学
研
究
事
典
』
(
明
治
書
院
)
の
「
使
役
の
助
動
詞
」
項
参
照
。

(
6
)
多
く
が
自
動
性
の
動
詞
に
つ
い
て
他
動
の
意
味
を
添
え
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
。
斯
か
る
状
況

は
'
本
資
料
の
表
現
内
容
に
基
づ
く
偶
然
の
傾
向
で
あ
ろ
う
o
和
化
漢
文
や
そ
の
訓
読
'
或
い
は
和

化
漢
文
作
成
者
や
訓
読
者
の
表
現
上
の
一
般
的
な
特
徴
を
反
映
し
た
も
の
と
は
見
な
い
。

(
7
)
注
(
3
)
文
献
参
照
。

(
8
)
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

(
9
)
国
語
助
動
詞
シ
ム
の
表
記
に
用
い
ら
れ
た
と
思
し
き
「
倖
」
字
が
一
例
存
す
る
o
O
〔
滞
寺
伸
知

此
旨
'
永
代
勿
有
失
墜
臭
〕
名
義
抄
に
も
「
伸
」
字
に
「
セ
シ
ム
」
(
悌
上
〓
)
の
訓
が
認
め
ら

れ
る
が
'
定
家
の
漢
字
仮
名
交
り
文
に
は
該
当
す
る
一
文
が
欠
落
し
て
お
り
'
そ
の
訓
読
は
確
認
で

r
a
r
a
肥
"

(
S
)
「
さ
せ
手
」
に
は
積
極
的
な
意
志
が
な
く
「
な
し
手
」
の
行
為
(
こ
の
行
為
に
は
意
志
的
な
場
合

と
無
意
識
的
な
場
合
と
が
あ
る
)
を
妨
げ
な
い
場
合
、
放
任
の
意
味
が
生
ず
る
。
『
国
語
学
大
辞
典
』

(
東
京
堂
出
版
)
「
使
役
表
現
」
の
項
参
照
。

(
3
)
来
田
隆
「
和
化
漢
文
に
於
け
る
「
令
」
の
一
用
法
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
五
輯
)
へ
同
「
『
吾

妻
錦
』
に
お
け
る
助
動
詞
「
令
」
の
用
法
に
つ
い
て
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
二
輯
)
O
た
だ

し
、
論
者
は
広
い
意
味
で
の
1
種
の
「
放
任
」
と
し
て
解
釈
し
た
が
'
来
田
氏
は
斯
か
る
用
法
が
使

役
の
う
ち
の
「
放
任
の
意
か
ら
の
転
化
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
'
「
表
現
主
体
の
特
定
の
行
動
規
範
意

識
に
基
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
こ
の
用
法
を
「
当
為
」
と
名
付
け
ら
れ
'
後
に
「
恋

意
」
と
説
明
さ
れ
た
.
ま
た
'
そ
れ
に
頬
す
る
も
の
の
具
体
例
と
し
て
、
「
得
譲
状
後
其
子
先
干
父

母
剣
死
去
跡
事
」
(
『
御
成
敗
式
日
』
・
傍
線
論
者
)
「
而
去
年
へ
領
家
刊
彪
事
之
由
、
依
]
承
候
l
 
'

(ほ)
(
2
)

(
3
)

(1 5)

(
1
6
)

(1 7)

(
2
)

(S)
(ァ)

(
」
)

/
-
l
l

t
w 不

レ
知
F
可
レ
進
二
年
貢
,
之
所
上
候
」
(
『
吾
妻
鏡
』
・
傍
線
論
者
)
が
示
さ
れ
て
お
り
へ
本
資
料
の
当
該

例
が
和
化
漢
文
に
お
け
る
表
記
・
語
法
・
構
文
と
し
て
特
殊
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
尚
'
こ
の
訓
読

に
つ
い
て
は
'
先
学
の
論
考
に
も
特
に
触
れ
ら
れ
た
も
の
が
な
い
の
で
'
俄
に
確
定
で
き
な
い
。

西
田
太
l
郎
『
漢
文
の
語
法
』
(
角
川
書
店
)
「
第
3
2
節
使
役
の
形
式
」
参
照
o
尚
'
中
世
に
お

け
る
シ
ム
に
も
「
再
帰
的
用
法
」
と
言
え
る
も
の
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
横
克
明
「
再
帰

的
助
動
詞
「
し
む
」
-
シ
ン
ラ
ン
研
究
の
つ
い
で
-
」
(
『
語
文
』
1
7
輯
・
昭
和
三
l
年
七
月
)

注
(
3
)
文
献
六
八
四
百
参
照
。

拙
稿
「
和
化
漢
文
に
お
け
る
否
定
表
現
の
一
考
察
-
用
字
・
語
法
上
の
漢
文
和
化
に
つ
い
て
-
」

(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
六
輯
)

注
(
8
)
文
献
参
照
。

拙
稿
「
中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
「
べ
し
」
に
つ
い
て
-
(
意
志
)
の
意

味
・
用
法
を
中
心
に
～
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
二
輯
)
へ
同
「
ム
ー
ス
と
ム
ズ
の
表
現
性
-

院
政
・
鎌
倉
の
片
仮
名
文
資
料
を
中
心
に
-
」
(
『
国
文
学
牧
』
第
l
四
八
号
・
平
成
七
年
十
二
月
)
o

定
家
は
'
何
故
1
般
的
に
広
く
認
め
ら
れ
る
「
む
と
す
」
訓
を
選
ば
ず
に
'
殊
更
に
「
べ
し
」
で

訓
む
こ
と
を
選
釈
し
た
か
が
問
題
に
な
る
o
こ
れ
ま
で
の
論
者
の
立
場
~
(
前
注
拙
稿
)
で
考
え
る
な

ら
ば
'
意
志
の
表
明
に
関
わ
る
表
現
に
お
い
て
'
「
む
と
す
」
が
対
他
的
に
行
動
し
て
み
せ
る
(
実

行
に
移
す
)
こ
と
の
表
明
或
い
は
訴
え
る
と
い
う
表
明
の
蛍
さ
を
持
つ
の
に
対
し
て
'
「
ぺ
し
」
は

客
観
的
・
論
理
的
に
可
能
・
必
然
と
判
断
さ
れ
る
内
容
の
意
志
表
明
と
い
う
表
現
性
の
差
異
を
反
映

し
て
い
る
と
見
得
る
。
和
化
漢
文
の
漢
字
表
記
に
お
い
て
は
'
例
え
ば
「
可
」
と
「
欲
」
と
の
関
係

で
は
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
遣
い
を
反
映
し
得
な
い
た
め
に
'
周
房
は
暗
望
・
意
志
の
表
明

と
し
て
「
欲
」
字
を
用
い
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

拙
稿
「
中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
「
ベ
シ
」
の
否
定
表
現
-
和
文
語
「
マ
ジ
」
と
の
関
係
か
ら

-
」
(
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
二
十
輯
)

注
(
3
)
拙
稿
参
照
o

藤
堂
明
保
『
漢
語
と
日
本
語
』
(
秀
英
出
版
)

注
(
2
)
拙
稿
参
照
。

「
耳
」
も
文
末
助
詞
・
認
定
の
語
気
詞
と
さ
れ
る
O
「
而
己
」
と
同
じ
く
漢
文
訓
読
で
ノ
ミ
と
訓

ぜ
ら
れ
る
「
耳
」
に
つ
い
て
へ
「
「
也
」
の
重
厚
さ
に
対
し
て
、
軽
快
な
語
気
を
表
す
た
め
ポ
用
い
ら

れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
牛
島
徳
次
『
漢
監
文
法
論

(
中
古
編
)
ら
(
大
修
館
書
店
)
o
他
に
へ
太
田
辰
境
『
古
典
中
国
語
文
法
』
(
液
古
書
院
)
等
参
照
。

牛
島
徳
次
『
漢
語
文
法
論
(
中
古
編
)
』
二
五
二
頁
に
'
純
漢
文
に
お
い
て
「
話
し
手
が
そ
の
表

述
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
'
確
認
・
判
定
の
気
分
を
憩
謝
す
る
」
語
気
詞
は
'
「
「
也
・

薦
・
耳
・
爾
」
等
の
詞
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
」
と
説
明
さ
れ
る
の
に
通
じ
よ
う
か
Q

鈴
木
恵
「
日
本
霊
異
記
古
写
本
の
比
較
に
基
づ
く
文
末
の
助
字
「
也
」
「
臭
」
字
の
用
法
」
(
『
鎌

倉
時
代
語
研
究
』
第
三
輯
)

注
(
3
)
文
献
を
参
考
に
'
本
稿
の
観
点
に
従
っ
て
へ
漢
文
に
お
け
る
「
臭
」
字
の
特
徴
を
整

理
・
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
▽
「
央
」
字
は
'
時
に
は
句
中
に
在
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
尚
書
や
毛
詩
な
ど
の
や
う
で
、
多
く
は
「
語
己
詞
也
」
(
説
文
)
、
「
句
末
助
詞
也
」
(
古
書
虚
字

集
搾
)
で
あ
る
O
概
し
て
上
の
文
を
態
く
言
ひ
切
る
時
に
用
ゐ
る
.
▽
大
部
分
は
完
結
し
た
文
を
受

け
て
r
臭
」
が
置
か
れ
て
ゐ
る
O
▽
「
英
」
字
は
原
則
的
に
漢
詩
悌
典
に
は
あ
ま
り
見
え
な
い
字
で

あ
る
。
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