
助
辞
「
と
て
」
の
成
立
過
程
・
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

森
　
　
脇

Ｏ
、
「
と
て
」
に
於
け
る
問
題
点
の
所
在

　
古
代
語
「
と
て
」
は
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
現
代
に
於
い
て
は
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
が
、
「
と
て
」
の
語
形
変
化
に
よ
り
生
じ
た
と
さ
れ
る
「
っ
て
」
は
頻

用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
古
代
語
「
と
て
」
は
引
用
節
に
承
接
す
る
た
め
、
そ

の
引
用
節
に
は
制
限
が
な
い
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
「
と
て
」
の
語
形
変
化
よ
り

生
じ
た
現
代
語
「
っ
て
」
に
は
承
接
の
制
限
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
・
学
校
へ
行
っ
た
っ
て
も
う
遅
い
。

な
ど
は
成
文
で
あ
る
の
に
対
し
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
・
＊
学
校
へ
行
く
っ
て
も
う
遅
い
。

は
、
非
文
と
な
る
。
こ
れ
は
「
っ
て
」
の
前
接
語
が
、
過
去
形
あ
る
い
は
完
了
で
あ

る
場
合
は
成
文
と
な
り
、
現
在
形
は
非
文
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
、
翻
っ
て
、
中
古
の
「
と
て
」
に
は
上
接
語
の
制
限
は
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
と
て
」
の
上
接
語
に
は
偏
在
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
「
と
て
」
自
体
の
語
構
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
元
来
、
「
と
て
」
は
、

　
「
と
」
と
「
て
」
の
所
謂
複
合
助
辞
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
て
」
は
活
用
語
の
連

用
形
し
か
承
接
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
と
て
」
は
「
て
」
に
つ
い
て
み
る
と
、

例
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
外
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
と
て
」
成
立
の
特
殊
性
が
想

起
さ
れ
、
当
然
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

茂
　
　
秀

　
更
に
、
「
と
て
」
は
史
的
、
文
献
的
な
偏
在
を
見
せ
る
。
上
代
に
は
一
例
を
除
い

て
確
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
中
古
以
降
、
頻
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
「
と
て
」
が
和
文
に
、
「
と
し
て
」
が
漢
文
訓
読
文
に
用
い
ら

れ
、
お
互
い
に
相
補
的
に
分
布
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
意
味
用
法
に
関
し
て
、
「
と
て
」
は
後
世
に
逆
接
用
法
が
増
加
し
、
順
接
用
法
は

衰
退
す
る
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
現
代
語
の
場
合
、
「
と
て
」
が
用
い
ら
れ
る
の

は
特
殊
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
仮
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
古
語
性
が
強
く
、
ま
た

そ
れ
は
逆
接
用
法
し
か
な
い
。
つ
ま
り
「
と
て
」
は
意
味
用
法
が
史
的
に
変
遷
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
変
遷
過
程
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
に
於
い
て
は
中
古
に
於
け
る
「
と
て
」
の
意
味
用
法
に
重
点
を
置
き
考
察
を

試
み
る
。
以
上
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

１

「
と
て
」
の
成
立
時
期

　
　
「
と
て
」
は
、
上
代
に
は
確
例
が
Ｉ
例
の
み
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
既
に
山
田
孝
雄
博
士
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
「
と
」
よ
り
直
に
「
て
」
に
つ
ｙ
け
て
「
と
て
」
と
い
へ
る
こ
と
当
時
の
文

　
　
献
に
は
見
え
ず
。
唯
一
鎮
火
祭
祝
詞
に
見
ゆ
る
の
み
。
（
略
）
こ
れ
を
以
て
見

　
　
れ
ば
、
或
は
こ
の
祝
詞
は
後
世
の
欧
州
を
経
し
も
の
か
も
し
れ
ず
。

　
そ
の
用
例
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。
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－

　
　
　
・
此
七
日
宍
　
不
足
ハ
ー
　
隠
坐
事
奇
止
・
　
見
所
行
。
時
　
火
。
生
給
・
リ

　
　
御
保
止
。
所
焼
坐
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
（
こ
の
七
日
に
は
足
ら
ず
て
、
隠
り
ま
す
事
奇
し
と
て
見
そ
な
は
す
時
に
、

　
　
火
を
生
み
た
ま
ひ
て
み
ほ
と
を
焼
か
え
ま
し
き
。
４
２
８
ぺ
）

　
こ
の
鎮
火
祭
祝
詞
の
用
例
は
「
足
ら
ず
て
」
と
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
と
「
て
」

が
直
接
承
接
し
て
「
ず
て
」
と
い
う
語
形
で
あ
る
点
も
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と

相
応
す
る
形
で
、
「
と
て
」
は
形
容
詞
「
あ
や
し
」
と
承
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
代
に
は
確
例
が
こ
の
Ｉ
例
の
み
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
一
つ
に
は
山
田
博
士

が
説
く
よ
う
に
「
改
硝
」
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
上
代
に
は
「
と
て
」
は
存
在
せ
ず
、
文
献
に
は
表
れ
な
い
、
と

す
る
考
え
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
「
と
て
」
は
既
に
上
代
に
潜
在
し
て
い
た
が
、
何

ら
か
の
原
因
で
文
献
に
は
表
れ
な
か
っ
た
、
し
か
し
、
鎮
火
祭
祝
詞
の
用
例
は
積

極
的
に
「
と
て
」
を
受
け
入
れ
た
、
と
す
る
説
も
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
こ
の
二
説
に
対
し
、
中
古
に
於
け
る
「
と
て
」
の
用
例
分
布
を
検
討
し
、

ま
た
「
と
て
」
の
成
立
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
説
を
支
持
す

べ
き
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
「
と
て
」
の
中
古
仮
名
文
学
作
品
に
於
け
る
用
例
数
を
表
に
し
て
示
す
と

次
の
よ
う
に
な
る
（
△
表
Ｉ
▽
）
。

　
△
表
Ｉ
▽
を
見
る
と
「
と
て
」
は
い
ず
れ
の
作
品
に
も
表
出
し
て
お
り
、
中
古

初
期
の
作
品
群
『
竹
取
物
語
』
『
古
今
和
歌
集
』
『
伊
勢
物
語
』
に
於
い
て
和
歌
中

Ｉ＞＜表

作　品　名 用例数

竹取物語 42

古今和歌集 21

伊勢物語 55

土佐日記 19

平中物語 77

落窟物語 373

蜻蛉日記 289

大和物語 65

三宝絵詞 28

枕草子 218

堤中納言物語 65

源氏物語 1134

紫式部日記 24

栄華物語 464

浜松中納言物語 136

更級日記 35

狭衣物語 346

大鏡 174

一
一

「

十 3568

に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
同
様
に
中
古
初
期
の
『
新
撰
万
葉
集
』

に
五
例
「
と
て
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
・
恋
す
れ
ば
我
が
身
ぞ
か
げ
と
な
り
に
け
る
さ
り
と
て
（
紙
子
）
人
に
そ
は
ぬ

　
　
も
の
ぬ
ゑ
　
　
　
　
　
（
新
撰
万
葉
集
・
古
今
集
　
十
一
　
恋
一
　
５
２
８
）

　
・
御
心
は
さ
ら
に
た
ち
帰
る
べ
く
も
思
さ
れ
ざ
り
け
れ
ど
、
さ
り
と
て
夜
を
あ

　
　
か
し
結
ふ
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
帰
ら
せ
結
ひ
ぬ
。
　
　
（
竹
取
物
語
　
5
7
ゴ

　
・
今
は
と
て
わ
か
る
上
町
は
あ
ま
の
か
は
わ
た
ら
ぬ
さ
き
に
袖
ぞ
ひ
ぢ
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
　
四
　
秋
上
　
１
８
２
）

　
・
今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
を
り
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
取
物
語
　
6
6
士

　
ま
ず
着
目
す
べ
き
点
は
、
「
と
て
」
が
中
古
初
期
の
段
階
か
ら
和
歌
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
語
形
の
成
立
と
共
に
速
や
か
に
和
歌
に
表
れ
る
と
は
考
え

難
く
、
和
歌
に
採
用
さ
れ
る
ま
で
の
使
用
度
を
想
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

同
時
期
に
、
し
か
も
多
数
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
、
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
但
し
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
左
注
に
4
4
例
、
ま
た
会
話
文
中
に
用
例
が

存
す
る
こ
と
か
ら
、
文
献
に
表
れ
た
初
期
の
段
階
に
於
い
て
は
「
と
て
」
は
十
分

に
口
頭
語
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
「
と
て
」
の
成
立
時

期
は
『
竹
取
物
語
』
『
新
撰
万
葉
集
』
以
前
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
後
に
接
続
詞
と
し
て
表
れ
る
「
さ
り
と
て
」
が
、
中
古
初
期
の
作
品
群

中
か
ら
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
△
表
Ｈ
▽
）
。

　
こ
の
「
さ
り
と
て
」
が
初
期
作
品
群
か
ら
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
と
て
」

が
「
さ
り
」
と
結
び
付
く
以
前
に
、
十
分
な
る
交
渉
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
さ
り
」
は
存
在
詞
で
あ
り
、
本
来
、
超
時
間
的
で
あ
る
が
、
「
と
て
」
初
出

例
の
鎮
火
祭
祝
詞
の
用
例
の
承
接
語
は
「
あ
や
し
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
り
、
こ

の
形
容
詞
も
超
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
さ
り
と
て
」
と

　
「
形
容
詞
プ
ラ
ス
『
と
て
』
」
の
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
第
三
に
は
前
例
の
「
今
は
と
て
」
、
ま
た
「
い
つ
と
て
」
等
の
慣
用
句

化
す
る
語
も
中
古
初
期
作
品
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
文
献
に
表
れ
る
以
前
に
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＜表　　II＞

作　品　名 用例数

竹取物語 １

古今和歌集 １

伊勢物語 ２

土佐日記 一

平中物語 １

落寝物語 １

蜻蛉日記 １

大和物語 一

三宝絵詞 一

枕草子 ２

堤中納言物語 １

源氏物語 36

紫式部物語 ２

栄華物語 22

浜松中納言物語 16

更級日記 ２

狭衣物語 14

大鏡 ８

計 109

　
「
と
て
」
と
の
交
渉
を
想
定
し
、
慣
用
句
化
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
文
献
に
表
れ
る
初
期
段
階
か
ら
「
と
て
」
の
使
用
頻
度
が
高
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
「
と
て
」
の
成
立
時
期
は
文
献
に
表
れ
る
よ
り
も
か
な
り
以
前
、
す
な
わ

ち
上
代
か
ら
成
立
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
す

れ
ば
、
鎮
火
祭
祝
詞
の
用
例
は
「
後
世
の
改
饌
」
と
見
る
よ
り
も
、
宣
命
、
祝
詞

と
い
っ
た
伝
統
の
な
か
で
胎
生
し
て
い
た
も
の
が
萌
芽
し
た
結
果
と
し
て
文
献
に

表
れ
た
、
「
と
て
」
の
初
出
例
で
あ
る
、
と
積
極
的
に
認
め
る
蓋
然
性
が
高
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
上
う
な
前
提
を
構
築
で
き
れ
ば
、
「
と
て
」
の
潜

在
し
た
と
思
わ
れ
る
上
代
に
は
、
「
と
て
」
成
立
過
程
を
示
唆
す
る
も
の
が
存
し
て

い
る
と
思
わ
れ
、
ま
た
平
安
初
期
か
ら
文
献
に
表
出
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
、
何

ら
か
の
必
然
性
が
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
２
－
Ｏ
、
「
と
て
」
の
成
立
過
程

　
そ
こ
で
、
上
代
の
「
と
て
」
成
立
の
要
因
を
探
る
た
め
に
「
と
」
の
連
用
修
飾

用
法
に
着
目
し
、
調
査
し
た
。
そ
の
た
め
に
上
代
の
「
と
」
と
、
中
古
の
『
源
氏

物
語
』
中
の
「
と
」
と
を
比
較
、
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
史
的
な
観
点
も
考
慮

し
つ
つ
、
そ
の
類
似
点
、
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
て
、
「
と
て
」
成
立
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

２
１
１
、
上
代
、
中
古
の
「
と
」
の
用
法

　
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
よ
る
と
「
と
」
の
用
法
に
「
と
思
ふ
」
「
と
言

ふ
」
「
と
見
る
」
「
と
聞
く
」
「
と
な
る
」
の
五
形
式
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
田

金
彦
氏
は
、

　
　
上
代
で
は
「
と
思
ふ
」
「
と
言
よ
」
「
と
見
る
」
の
三
形
式
が
代
表
的
な
パ
タ

　
　
－
ン
で
あ
る
。

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
『
万
葉
集
』
の
「
と
」
を
詳
細
に
調
査
し
た
小
路

は
「
と
」
の
連
用
格
用
法
８
６
２
例
中
、
発
話
（
言
ふ
等
）
・
思
惟
（
思
ふ

内
容
を
示
す
も
の
は
５
５
１
例
で
6
4
％
を
占
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら

れ
ら
の
指
摘
は
「
と
て
」
の
成
立
過
程
を
考
え
る
と
き
、
極
め
て
有
効
で

や‰畳こ
る　゛一光
゜この氏

　
一
方
、
「
と
て
」
が
隆
盛
を
極
め
た
『
源
氏
物
語
』
の
な
か
で
「
橋
姫
」
「
椎
本
」

の
「
と
」
の
用
例
を
調
査
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

書

く

見

る

聞

く

言

ふ

思

ふ
巨五
□□

橋
姫

２ ８ ９ 36 60
用
例
数

１ ６ ６ 25 42 ％

な
し

あ

り

頼

む

書

く

見

る

聞

く

言

ふ

思

ふ 語

椎
本

１ ３ ５ ３ 13 ６ 40 70
用
例
数

１ ２ ４ ２ ８ ４ 26 45 ％

　
　
『
万
葉
集
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
「
と
」
の
用
法
を
比
較
す
る
と
、
『
源
氏
物

語
』
で
は
被
修
飾
語
句
が
複
合
動
詞
、
待
遇
表
現
な
ど
の
多
様
性
を
見
せ
て
い
る

も
の
の
、
「
と
思
ふ
」
「
と
言
ふ
」
を
基
本
に
し
て
大
な
る
相
違
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
こ
の
固
形
で
全
体
の
約
七
割
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
を
先
行
説
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
と
、
「
と
」
に
下
接
す
る
、
或
い
は
、

「
と
」
が
修
飾
す
る
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
が
、
「
と
て
」
の
省
略
さ
れ
た
用
言
を
示

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
仮
説
が
生
じ
る
。
こ
の
仮
説
を
証
明
す
る
に
は

　
「
と
い
ふ
」
形
、
「
と
お
も
ふ
」
形
が
「
と
て
」
の
意
味
用
法
と
如
何
に
結
び
付
く

か
を
実
証
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
と
て
」

の
成
立
過
程
を
考
え
て
み
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
２
－
２
、
「
と
い
ふ
」
の
用
法

　
ま
ず
、
「
と
い
ふ
」
形
に
つ
い
て
。
こ
の
形
は
既
に
上
代
か
ら
「
と
ふ
」
形
・
「
ち

ふ
」
形
を
産
出
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
と
い
ふ
」
形
が

　
「
と
ぶ
」
「
ち
ふ
」
形
を
産
出
す
る
ま
で
に
頻
用
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
但
し
、
上
代
、
特
に
『
万
葉
集
』
の
場
合
、
和
歌
と
い
う
特
殊
性
、

即
ち
字
余
り
等
の
音
数
律
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
と
ぶ
」
「
ち
ふ
」
両
形
は
句
頭
に
表
れ
る
こ
と
が

な
い
の
で
あ
り
、
音
数
律
の
条
件
下
の
み
に
表
れ
る
と
す
る
説
は
否
定
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
と
い
ふ
」
は
、

　
・
昔
こ
そ
難
波
田
舎
と
い
は
れ
（
跡
所
言
）
け
め
　
今
は
都
引
き
都
び
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
　
三
　
３
１
２
）

の
よ
う
に
「
い
ふ
」
に
対
し
て
明
確
な
る
主
語
が
存
在
し
な
い
例
も
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
用
例
は
発
話
と
い
う
実
質
的
意
味
が
形
式
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
あ
る
。
こ

れ
を
本
稿
で
は
「
提
示
」
と
仮
称
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
・
う
へ
に
侍
ふ
御
描
は
か
う
ぶ
り
給
は
り
て
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、
い
と
を
か

　
　
し
け
れ
ば
、
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
　
七
段
）

こ
の
用
例
中
の
「
と
て
」
も
形
式
化
し
た
「
提
示
」
の
意
と
考
え
ら
れ
、
「
と
い
ひ

て
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
と
い
ふ
（
と
ぶ
）
」
形
に
は
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
・
愛
子
　
吾
背
の
君
　
居
り
居
り
て
物
に
い
行
く
と
は
　
韓
国
の
　
虎
と
ぶ

　
（
云
）
神
を
生
取
り
に
（
略
）

　
　
　
　
ｉ

・
沖
つ
鳥
　
鴨
と
ぶ
（
云
）
船
の
還
り
来
ば

（
万
葉
集
　
十
六
　
３
８
８
５
）

也
良
の
崎
守
　
早
く
告
げ
こ
そ

（
万
葉
集
　
十
六
　
３
８
６
６
）

の
よ
う
に
、
「
Ａ
と
い
ふ
Ｂ
」
（
「
虎
と
い
よ
（
と
ぶ
）
神
」
「
鴨
と
い
ふ
（
と
ぶ
）

船
」
）
が
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
指
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
近
似
の
性
質
を
有
し

て
お
り
、
時
枝
文
法
で
は
「
と
」
自
体
に
指
定
の
意
を
見
出
し
だ
の
だ
が
、
む
し

ろ
、
指
定
の
意
は
「
と
い
ふ
」
形
中
に
存
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｊ

　
・
起
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
集
　
十
三
　
恋
三
　
６
１
６
）

の
よ
う
な
「
名
詞
プ
ラ
ス
『
と
て
』
」
で
指
定
の
意
を
表
す
も
の
も
「
と
い
ふ
」
の

用
法
中
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
と
言
ふ
」
形
の
「
発
話
」

と
い
う
実
質
的
意
味
が
、
「
と
ぶ
」
形
「
ち
ふ
」
形
を
産
出
す
る
ま
で
に
頻
用
さ
れ
、

　
「
提
示
」
（
若
し
く
は
指
定
（
認
定
）
）
と
い
う
意
味
に
形
式
化
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
言
語
主
体
の
抵
抗
感
が
薄
れ
、
「
と
て
」
に
於
い
て
省
略
が
可
能
に
な
っ
た
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
と
し
て
」
の
背
後
に
は
「
と
す
」
が
存
在
し
た
よ
う

に
「
と
て
」
成
立
の
背
後
に
は
「
と
い
ふ
」
が
存
在
し
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
言
語
主
体
の
抵
抗
感
を
勘
案
す
れ
ば
、
ま
ず
「
と
て
」
の
成
立
に
は

意
味
の
形
式
化
し
た
「
と
い
ふ
」
が
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
と
て
」

に
は
発
話
と
い
う
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　
・
（
略
）
公
事
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
侍
は
で
夕
暮
れ
に
か
へ
る
と
て
、

　
　
　
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は

　
　
ー

　
　
と
て
な
む
泣
く
／
へ
来
に
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
　
8
3
段
）

こ
の
用
例
は
、
主
体
で
あ
る
業
平
が
そ
の
場
を
立
ち
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
た
た
め
、
和
歌
を
詠
み
、
泣
く
泣
く
帰
っ
て
来
た
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
で
和
歌
を
承
け
る
「
と
て
」
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
の
帰
る
場
面
で
対

者
で
あ
る
親
王
を
目
前
に
し
て
主
体
で
あ
る
業
平
が
何
も
行
為
を
行
わ
な
い
の
は

不
可
解
で
あ
る
。
こ
の
「
と
て
」
は
、
和
歌
を
詠
み
上
げ
る
、
つ
ま
り
、
「
発
話
」
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と
い
う
実
質
的
意
味
を
表
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実
質
的
な

意
を
表
し
て
い
る
も
の
は
明
確
な
る
主
体
（
こ
こ
で
は
業
平
）
が
存
し
て
お
り
、

　
「
提
示
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
と
て
」
の
成
立
過
程
に
は
二
元
的
な
成
立
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
、
意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
ふ
」
、
ま
た
も
う
一
つ
に
は
実
質
的
な
意
味

を
有
し
て
い
る
「
言
ふ
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
と
い
ひ
て
」
士
「
と
て
」
（
「
と
ぶ
≒
ち
ふ
」
の
よ
う
に
意
味
形
式
化
）

（
古
事
記
歌
謡
九
十
　
9
0
・
9
1
ぺ
）

穴
附
ぶ
但
こ
Ｌ
迂
つ
こ
と
は
な
い
。
し

様
、
「
と
て
」
の
省
略
さ
れ
た
用
言
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
と
て
」

の
省
略
さ
れ
た
用
言
と
は
、
「
い
ふ
」
「
お
も
ふ
」
二
語
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
／
）
－
４
１

「
と
て
」
と
引
用
形
式

　
で
は
、
「
と
て
」
の
省
略
形
で
あ
る
、
発
話
で
あ
る
「
い
ふ
」
と
、
思
惟
で
あ
る

　
「
お
も
ふ
」
と
は
如
何
に
し
て
、
識
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
「
と
て
」
の
「
と
」
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
語
の
引
用
構
造
と
併
せ
て
み
る
の
で
あ
る
。
「
引
用
」
に
つ
い
て
、
奥
津
敬
一

郎
氏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
日
本
語
の
引
用
構
造
は
、
「
夙
が
痢
ニ
Ｓ
ト
Ｖ
」
の
よ
う
に
他
の
文
の
引
用

　
　
動
詞
（
Ｖ
）
に
対
し
て
、
そ
の
動
作
の
主
体
で
あ
る
名
詞
（
妬
）
と
格
助
詞

　
　
の
「
ニ
」
を
と
っ
て
聞
き
于
を
表
す
名
詞
（
痢
）
と
、
引
用
の
格
助
詞
「
土

　
　
に
従
わ
れ
る
引
用
文
（
Ｓ
）
と
か
ら
成
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
語
学
大
辞
典
　
5
6
ぺ
）

こ
の
日
本
語
の
引
用
構
造
の
指
摘
は
「
と
て
」
を
考
え
る
と
き
極
め
て
有
効
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
い
ふ
」
「
お
も
ふ
」
の
相
違
は
、
痢
（
聞
き
手
・
対
者
）
の
有
無

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
・
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
佐
日
記
　
2
7
づ

で
あ
れ
ば
、
自
己
の
心
中
思
惟
で
あ
る
か
ら
痢
（
聞
き
于
・
対
者
）
を
必
要
と
せ

ず
、
『
伊
勢
物
語
』
の
用
例
で
あ
れ
ば
、
「
業
平
」
と
い
う
夙
玉
体
）
が
ま
ず
想

定
さ
れ
、
和
歌
を
聞
く
対
者
で
あ
る
「
親
王
」
剛
が
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
「
と
て
」
は
「
場
」
に
存
在
す
る
言
語
主
体
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
用
法
か
が

決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
極
め
て
「
場
」
依
存
度
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
関

係
を
纏
め
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

18

「
と
言
ひ
て
」
士
「
と
て
」
（
実
質
的
意
味
を
保
有
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
２
－
３
、
「
と
お
も
ふ
」
の
用
法

　
次
に
、
「
と
お
も
ふ
」
に
つ
い
て
。
「
と
お
も
ふ
」
も
「
と
い
ふ
」
が
「
と
ぶ
」

「
ち
ふ
」
形
を
産
出
し
た
こ
と
と
同
じ
く
、
「
と
も
ふ
」
と
い
う
形
が
上
代
に
見
ら

れ
る
。

　
・
ま
た
歌
ひ
給
ひ
し
く
、
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
真
代
に
は
真
玉
を
掛
け
　
真
玉
な
す
吾
が
も
ふ
（
母
布
）
妹

　
　
　
　
　
　
－

　
　
鏡
な
す
吾
が
も
ふ
（
母
布
）
妻
　
（
略
）

　
　
か
く
歌
ひ
て
、
即
ち
共
に
自
ら
死
せ
た
ま
ひ
き
。
か
れ
こ
の
二
歌
は
読
歌
な

り
ｏ

こ
の
「
も
ふ
」
は
『
万
葉
集
』
に
も
見
ら
れ
、
句
頭
に
立
つ
こ
と
は
な
い

か
も
、
「
歌
ふ
」
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
の
「
歌
ふ
」

場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
「
と
お
も
ふ
」
（
「
と
も
よ
」
）
が
頻
用
さ

れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
と
お
も
ふ
」

形
は
「
と
い
よ
」
と
同
等
の
用
例
数
が
あ
り
、
こ
の
「
お
も
ふ
」
も
「
い
ふ
」
同



《
日
本
語
の
引
用
構
造
》

「
夙
　
が
　
痢
　
ニ
　
Ｓ
　
ト
　
Ｖ
」

・
対
者
（
妬
）

－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ

・
対
者
（
痢
）

が
存
在
す
る
　
「
と
て
」
　
士
　
「
と
い
ひ
て
」

－
―
―

が
存
在
し
な
い
「
と
て
」
　
－
Ｉ
↓
　
「
と
お
も
ひ
て
」

し
か
し
稀
に
現
在
形
を
以
て
す
る
も
の
が
あ
る
。
（
略
）
こ
の
現
在
形
を
受
け
る
も

の
は
「
…
…
ト
シ
テ
」
と
い
よ
接
続
形
に
は
多
く
見
え
る
が
、
他
の
形
に
は
極
め

て
少
い
。
意
味
に
は
さ
し
て
異
な
り
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
の
ト
ス
は
多
く
意

欲
を
表
す
も
の
で
あ
っ
て
、
「
…
…
セ
ム
ト
オ
モ
ウ
」
と
い
ふ
義
で
あ
っ
て
、
（
略
）

ト
オ
モ
フ
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
又
単
に
将
然
を
表
す
場
合
も
あ
る
。
自
然
に

し
か
な
ら
う
と
す
る
義
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
体
言
を
承
け
る
も
の

　
体
言
に
ト
シ
テ
を
つ
ゞ
け
る
一
類
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
体
言
を
タ
リ
で
指
定
す

る
も
の
の
接
続
形
で
あ
る
（
略
）
ト
ア
リ
テ
と
訳
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
即

ち
「
何
タ
ル
資
格
ヲ
モ
ッ
テ
ヰ
テ
」
の
義
で
あ
る
。

　
春
日
氏
は
（
Ｉ
）
「
せ
む
と
お
も
ふ
」
（
２
）
「
と
あ
り
て
」
の
よ
う
に
「
と
し
て
」

を
峻
別
し
、
活
用
語
を
承
け
る
場
合
と
名
詞
を
承
け
る
場
合
と
で
は
「
と
」
の
品

詞
が
相
違
す
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
「
と
て
」
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
　
９

‐

は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
と
て
」
を
考
察
す
る
上
で
も
示
唆
に
富
む
指
摘
で
　
　
一

あ
る
。
で
は
、
春
日
氏
が
指
摘
さ
れ
た
漢
文
訓
読
語
「
と
し
て
」
の
用
法
と
比
較

し
つ
つ
、
仮
名
文
に
表
れ
た
「
と
て
」
の
用
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
４
－
１
、
古
今
和
歌
集
中
の
「
と
て
」

　
　
『
古
今
和
歌
集
』
に
用
い
ら
れ
た
「
と
て
」
の
引
用
節
中
で
承
接
す
る
語
句
、

被
修
飾
語
句
を
表
に
し
て
示
す
と
次
（
次
ペ
ー
ジ
表
）
の
よ
う
に
な
る
（
△
表

ｍ
▽
）
。

　
「
と
て
」
の
引
用
節
中
の
承
接
す
る
語
句
を
見
る
と
、
「
物
」
、
「
事
」
等
の
名
詞
、

　
「
今
は
」
等
の
「
名
詞
プ
ラ
ス
助
詞
」
の
よ
う
に
固
定
的
、
状
態
的
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

が
分
か
る
。
ま
た
、
漢
文
訓
読
語
「
と
し
て
」
と
の
相
違
点
と
し
て
「
あ
け
ぬ
」

「
老
い
翔
」
と
完
了
形
に
代
表
さ
れ
る
、
既
に
事
柄
が
顕
在
化
し
て
し
た
っ
た
も

の
（
こ
れ
を
「
既
然
」
と
仮
称
す
る
）
を
承
け
る
用
例
が
存
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
３
、
「
と
て
」
の
位
相

　
築
島
裕
氏
は
「
と
て
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
訓
読
特
有
語
の
中
に
は
不
必
要
と
思
は
れ
る
程
に
形
式
的
な
接
尾
語
や
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
語
を
添
へ
用
ゐ
る
例
が
あ
る
。
（
略
）
又
、
「
…
…
ク
ー
ア
」
「
…
…
一
一
・
ア
」
「
…
…

　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
ト
テ
」
「
…
…
Ｊ
ア
」
と
言
は
ず
に
、
「
…
…
ク
シ
テ
」
「
…
…
一
一
ヽ
ソ
〃
ア
」
「
…
…

　
　
―

　
　
ト
シ
テ
」
「
…
…
ズ
シ
テ
」
と
言
ふ
こ
と
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
か
や
う
に

　
　
こ
と
さ
ら
に
接
尾
語
や
形
式
語
を
加
え
用
ゐ
る
の
は
恐
ら
く
訓
読
で
一
宇
一

　
　
宇
を
入
念
に
逐
語
的
に
訓
み
続
け
て
行
っ
た
結
果
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い

　
　
か
。

こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
補
読
の
問
題
で
あ
る
。
「
し
」
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い

場
合
を
も
す
べ
て
「
と
し
て
」
と
補
語
す
る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
「
と
て
」

の
存
在
を
漢
文
訓
読
中
で
否
定
す
る
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
一
方
で

漢
文
訓
読
で
「
と
て
」
の
確
例
を
見
出
そ
う
と
す
る
場
合
、
補
読
の
可
能
性
を
す

べ
て
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
と
て
」
を

仮
名
文
中
に
表
れ
る
「
和
文
語
」
、
「
と
し
て
」
を
漢
文
訓
読
に
表
れ
る
「
漢
文
訓

読
語
」
と
規
定
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
漢
文
訓
読
中
の
「
と
し
て
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
春
日
政
治

氏
が
種
々
相
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
要
約
し
て
示
す
）
。

　
　
（
１
）
　
動
詞
、
助
動
詞
を
承
け
る
も
の

　
（
ト
ス
の
上
接
語
の
）
動
詞
は
す
べ
て
未
来
の
助
動
詞
ム
を
伴
ふ
も
の
で
あ
る
。



＜表　　III＞

引
用
節

ち
ら
ず

『
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

よ
漢
で

あ
く
や

ー
－
－
－
－
－
－

い
つ

『
―
―
―
―
―
―

思
ふ
事

・
！
‐
ト
ー
ー
ー

今
は

　
今
は

ー
―
－
－
－
－
－
－
－
－

　
今
は

ー
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

　
今
は

－
１
－
ｉ
―
―
－
－
Ｉ
Ｉ

　
春
の
物

－
―
－
－
－
－
－
―
―
―

　
か
た
み

　
　
被
修
飾
語
句

き
て
も
見
な
く
に

か
へ
り
に
し

わ
け
ゆ
れ
ば

あ
ら
ね
ど
も

な
い
ひ
そ

・
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
－
－
－
・

わ
か
る
る

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

か
へ
す

う
つ
ろ
ひ
に
け
り

・
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
－
―
－
‐
‐
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ

か
れ
な
ば

ー
－
－
－
―
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

な
が
め
く
ら
し
つ

『
―
―
－
―
－
－
１
－
－
―
―
―
―
―
－

と
ゞ
め
け
め

引
用
節

そ
ゑ
に

い
の
ち

ー
－
－
－
―
－
―

こ
ふ

こ
ふ

ｉ
―
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

つ
か
ふ

ー
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・

嶮
坤

”

し
か
り

ー
－
－
－
―
－
Ｉ

あ
け
ぬ

ー
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・

あ
け
ぬ

ー
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

老
い
ぬ

　
　
被
修
飾
語
句

と
す
れ
ば

た
の
む
に
か
た
け
れ
ば

物
ぞ
思
ふ

な
げ
き
つ
る
哉

か
え
り
み
も
せ
ぬ

そ
は
ぬ
も
の
ゆ
ゑ

そ
む
か
れ
な
く
に

今
は
の
心
つ
く
か
ら
に

か
へ
す

ー
－
－
－
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

せ
め
ぎ
け
ん

　
そ
の
上
う
な
中
で
問
題
と
な
る
の
は
、
動
詞
終
止
形
を
承
け
て
い
る
場
合
で
あ

　
［
用
例
Ｉ
］
ゆ
ふ
ぐ
れ
は
雲
の
は
た
て
に
物
ぞ
思
ふ
あ
ま
そ
つ
ら
な
る
人
を
こ

　
　
　
　
ー

　
　
ふ
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
　
恋
一
　
４
８
４
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
「
用
例
２
」
　
つ
れ
な
き
人
を
こ
ふ
と
て
や
ま
び
こ
の
こ
た
へ
す
る
ま
で
な
げ
き

　
　
つ
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
　
恋
一
　
５
２
１
）

　
［
用
例
３
］
　
古
歌
奉
り
し
時
の
目
録
そ
の
長
歌
　
　
貴
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
（
略
）
ひ
さ
か
た
の
上
る
ひ
る
わ
か
ず
つ
か
ふ
と
て
か
へ
り
み
も
せ
ぬ
我
が

　
　
宿
の
い
た
ま
あ
ら
み
ふ
る
春
雨
の
も
り
や
し
ぬ
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
　
雑
体
　
１
０
０
２
）

　
【
用
例
Ｉ
】
は
倒
置
さ
れ
て
い
る
が
「
天
上
に
住
む
上
う
な
（
と
て
も
手
の
届

か
な
い
）
人
を
恋
し
て
い
る
」
の
で
「
物
ぞ
思
ふ
」
の
で
あ
り
、
［
用
例
２
］
も
「
私

の
気
持
ち
の
応
え
て
く
れ
な
い
人
を
恋
し
て
い
て
」
「
な
げ
き
つ
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
上
う
に
「
用
例
Ｉ
」
［
用
例
２
一
は
現
在
の
心
的
状
態
を
表
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
［
用
例
３
一
は
一
見
す
る
と
「
つ
か
ふ
」
と
い
う
動
作
性
動
作
を
表
し
て

い
る
上
う
に
見
え
る
が
、
被
修
飾
語
句
「
か
へ
り
み
も
せ
ぬ
」
（
「
か
へ
り
み
る
」
）

と
い
う
動
詞
は
心
理
を
表
現
す
る
動
作
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
修
飾
関
係
か
ら
す
る

と
［
用
例
Ｉ
］
［
用
例
２
一
と
同
一
で
あ
っ
て
、
「
用
例
３
」
「
つ
か
ふ
」
も
心
理
動

作
を
表
し
て
い
る
と
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
［
用
例
Ｉ
］

　
「
用
例
２
」
と
の
相
違
点
と
し
て
は
、
［
用
例
３
］
が
「
仕
え
よ
う
」
と
し
て
「
か

え
り
み
な
か
っ
た
」
、
と
い
う
「
意
志
」
を
表
現
す
る
も
の
と
同
質
の
性
質
を
有
し

て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
意
志
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

現
在
の
終
止
形
と
い
う
活
用
形
体
に
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
効
果
的
に
表
現
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
と
て
」
は
漢
文
訓
読
中
の
「
と
し
て
」
と
「
時
」

の
面
で
、
和
文
中
の
「
と
し
て
」
と
は
「
動
作
性
」
の
面
で
相
違
し
、
そ
の
引
用

節
は
、
状
態
的
、
固
定
的
で
あ
っ
て
、
動
作
を
表
現
す
る
「
用
例
３
」
は
心
的
状

態
の
み
な
ら
ず
、
意
志
を
も
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
Ｗ
用
例
４
一
　
僧
正
遍
昭
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
　
　
　
　
惟
喬
親
王

　
　
　
桜
花
ち
ら
ば
ち
ら
な
む
ち
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も
み
な
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
　
春
歌
下
　
7
4
）

　
　
「
用
例
５
」
心
地
そ
こ
な
へ
り
け
る
こ
ろ
、
あ
ひ
知
り
て
侍
り
け
る
人
の
と
は

　
　
　
で
心
地
お
こ
た
り
て
後
、
と
ぶ
ら
へ
り
け
れ
ば
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
座
高
経
朝
臣
女
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
死
出
の
山
ふ
も
と
を
見
て
ぞ
帰
り
に
し
つ
ら
き
人
よ
り
ま
づ
こ
え
じ
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
　
恋
歌
五
　
７
８
９
）

　
　
「
用
例
６
」
「
『
は
』
を
は
じ
め
『
る
』
を
は
て
に
て
『
な
が
め
』
を
か
け
て
時

　
　
　
の
歌
読
め
」
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
読
め
る
　
　
　
　
僧
正
聖
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

　
　
　
は
な
の
な
か
め
に
あ
く
や
と
て
わ
け
ゆ
れ
ば
心
ぞ
と
も
に
ち
り
ぬ
べ
ら
な

　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
　
物
名
　
４
６
８
）

　
「
用
例
４
」
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
、
［
用
例
５
］
は
打
消
意
志
の
助
動
詞
「
じ
」

　
【
用
例
６
】
は
疑
問
の
係
助
詞
「
や
」
を
「
と
て
」
が
承
け
て
い
る
例
で
、
こ
れ

は
後
続
の
被
修
飾
語
句
に
対
し
て
事
柄
が
ま
だ
顕
在
化
し
て
い
な
い
こ
と
（
こ
れ

を
「
未
然
」
と
仮
称
す
る
）
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
［
用
例
３
］

と
の
対
照
に
お
い
て
未
確
定
要
素
が
強
く
、
ま
た
「
用
例
３
」
は
意
志
と
い
う
未

20



来
（
将
来
）
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
現
在
の
状
況
に
よ
り
生
じ

る
心
的
態
度
で
あ
る
と
い
う
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
［
用
例
５
］
は
打

消
意
志
の
「
じ
」
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
そ
の
動
作
主
体
の
心
理
を
明
確
に
表
現

す
る
の
に
対
し
て
、
［
用
例
３
］
は
現
状
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
表
出
し
て
く
る
動

作
主
体
の
心
理
を
表
現
効
果
と
し
て
意
味
す
る
と
い
う
違
い
で
あ
る
。

　
　
「
用
例
４
」
は
「
散
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
来
て
見
も
し
な
い
こ
と
だ
」
と
解

釈
で
き
よ
う
が
、
こ
の
用
例
は
被
修
飾
語
句
に
「
・
：
も
・
：
否
定
」
を
伴
っ
て
お
り
、

逆
接
用
法
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
は
「
と
て
」
の
省
略
形
と
し
て

意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
ふ
」
が
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
逆
接
の
用
例
は
既
に

　
『
古
今
和
歌
集
』
に
於
い
て
和
歌
に
歌
語
と
し
て
認
定
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
省
略

形
と
し
て
形
式
化
し
て
し
ま
い
、
△
本
来
の
発
話
の
意
を
有
し
て
い
な
い
「
い
ふ
」

で
あ
っ
た
∇
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
述
し
た
「
既
然
」
を
表
す
「
と
て
」
は
三
例
存
し
て
い
る
。

　
　
［
用
例
７
］
　
　
藤
原
国
経
朝
臣

　
　
　
　
　
ｊ

　
　
　
　
　
－
－

　
　
　
明
け
ぬ
と
て
今
は
の
心
つ
く
か
ら
に
な
ど
言
ひ
知
ら
ぬ
思
ひ
そ
ふ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
　
恋
三
　
６
３
８
）

　
　
「
用
例
８
」
寛
平
の
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
　
敏
行
朝
臣

　
　
　
の
ぬ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
　
恋
一
　
５
２
８
）

　
　
【
用
例
１
１
１
１
】
　
　
小
野
篁
朝
臣

　
　
　
　
　
　
１

　
　
　
し
か
り
と
て
そ
む
か
れ
な
く
に
事
し
あ
ら
ば
ま
づ
嘆
か
れ
ぬ
あ
な
う
世
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
八
　
雑
下
　
９
３
６
）

　
　
［
用
例
1
0
］
［
用
例
‥
息
は
存
在
詞
「
さ
り
」
「
し
か
り
」
を
「
と
て
」
が
承
け

た
も
の
で
、
被
修
飾
語
句
に
否
定
詰
を
伴
っ
て
、
逆
接
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
［
用

例
1
0
］
に
代
表
さ
れ
る
「
さ
り
と
て
」
は
△
表
Ｈ
▽
の
如
く
、
後
世
、
接
続
詞
と

し
て
頻
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
事
柄
を
提
示
す
る
用
法
で
あ
っ
て
、

意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
ふ
」
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
名
詞
、
名
詞
プ
ラ
ス
助
詞
を
承
け
る
「
と
て
」
に
つ
い
て
。
漢
文
訓
読

詰
「
と
し
て
」
は
資
格
を
表
す
と
さ
れ
た
が
、
一
方
「
と
て
」
の
場
合
、
他
の
動

詞
、
助
動
詞
を
承
け
る
も
の
と
識
別
す
る
必
然
性
は
感
じ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
思
う
。

　
　
「
用
例
1
2
」
（
略
）
「
親
の
よ
ぶ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
か
へ
る
と
て
、
裳

　
　
　
を
な
ん
ぬ
ぎ
お
き
て
入
り
に
け
る
（
略
）
　
　
興
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
あ
ふ
ま
で
の
形
見
と
て
こ
そ
と
ゞ
め
け
め
涙
に
う
か
ぶ
も
く
ず
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
四
　
恋
四
　
７
４
５
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

　
　
「
用
例
1
3
」
そ
ゑ
に
と
て
と
す
れ
ば
か
/
’
s
　
4
く
す
れ
ば
あ
な
言
ひ
知
ら
ず

　
　
　
あ
ふ
さ
き
る
さ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
九
　
雑
肺
　
１
０
６
０
）

　
　
「
用
例
1
2
」
で
は
名
詞
「
か
た
み
」
を
承
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
意
味
の
形

式
化
し
た
「
い
ふ
」
の
省
略
で
指
定
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
下

接
す
る
「
こ
そ
」
の
強
調
的
提
示
に
よ
り
、
逆
接
が
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
［
用
例
月
の
「
そ
ゑ
に
」
は
「
そ
れ
ゆ
ゑ
に
」
の
省
略
形
と

考
え
ら
れ
、
同
様
に
実
質
的
意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
ふ
」
の
省
略
と
考
え
ら
れ

　
更
に
、
△
表
ｍ
▽
か
ら
「
と
て
」
の
被
修
飾
語
句
は
、
「
言
ふ
」
「
思
ふ
」
等
、

　
「
と
」
と
同
様
の
も
の
も
存
し
て
い
る
が
、
「
と
て
」
は
「
と
」
に
比
し
て
多
様
性

を
見
せ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
と
」
と
「
と
て
」
の
相
違
、
ひ
い
て
は
「
と
て
」

に
於
け
る
省
略
さ
れ
た
用
言
の
存
在
を
傍
証
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
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明
け
ぬ
と
て
か
へ
る
道
に
は
こ
き
た
れ
て
雨
も
涙
も
ふ
り
そ
ぽ
ち
つ
ゝ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
三
　
恋
三
　
６
３
９
）

［
用
例
９
］
お
な
じ
御
時
の
う
へ
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
て
、
を
の
こ
ど
も
大
御
酒
だ

　
ま
ひ
て
大
御
遊
び
あ
り
け
る
つ
い
で
に
仕
う
ま
つ
る
　
敏
行
朝
臣

　
　
　
老
い
ぬ
と
て
な
ど
か
わ
が
身
を
せ
め
ぎ
け
ん
老
い
ず
は
今
目
に
あ
は
ま
し

　
　
　
も
の
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
七
　
雑
歌
上
　
９
０
３
）

　
［
用
例
７
］
［
用
例
８
］
「
用
例
９
」
は
事
柄
が
既
に
顕
在
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
示
す
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
を
伴
っ
て
お
り
、
引
用
節
を
既
然
と
仮
称
す
る
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
と
て
」
の
省
略
さ
れ
た
も
の
は
［
用
例
４
］
と
同
じ

く
、
意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
よ
」
で
あ
り
、
事
柄
を
提
示
す
る
用
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
「
用
例
1
0
」
恋
す
れ
ば
我
が
身
は
影
と
な
り
に
け
り
さ
り
と
て
人
に
そ
は
ぬ
も



思
わ
れ
る
。

　
　
「
用
例
1
4
」
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
ｉ
　
　
　
‐

　
　
　
今
は
と
て
き
み
が
か
れ
な
ば
我
が
や
ど
の
花
を
ば
ひ
と
り
み
て
や
し
の
ば

　
　
　
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
五
　
恋
五
　
８
０
０
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
　
　
－

　
　
［
用
例
６
］
花
の
な
か
め
に
あ
く
や
と
て
わ
け
ゆ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
‐

　
　
ロ
用
例
Ｂ
」
そ
ゑ
に
と
て
と
す
れ
ば

　
　
［
用
例
1
4
］
の
被
修
飾
語
句
は
仮
定
条
件
で
あ
る
「
未
然
形
プ
ラ
ス
『
ば
』
」
、

前
出
の
［
用
例
６
］
［
用
例
1
3
］
は
確
定
条
件
で
あ
る
「
已
然
形
プ
ラ
ス
『
ば
』
」

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
「
と
て
」
に
よ
り
引
用
さ
れ
た
節
と
被
修
飾
語
句
と

は
二
河
と
し
て
条
件
法
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
関
係
を
纏
め
て

示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

引
用
節

（
未
然
／
現
在
の
状
態
／
既
然
）

言
行
言

　
以
上
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
と
て
」
は
、
「
と
し
て
」
と
比
較
す
る
と
、
「
既
然
」

を
表
す
も
の
が
あ
り
、
漢
文
訓
読
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
独
自
の
用
法
を
有
し
て

い
る
。
ま
た
、
省
略
さ
れ
た
も
の
は
意
味
の
形
式
化
し
た
「
い
よ
」
が
多
用
さ
れ

て
お
り
、
発
話
と
い
う
実
質
的
な
意
味
が
存
し
な
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。
ま
た
、
逆
接
を
表
現
す
る
用
例
も
既
に
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘

し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

４
－
２
、
土
佐
日
記
中
の
「
と
て
」

　
　
『
土
佐
日
記
』
の
中
の
「
と
て
」
の
引
用
節
、
被
修
飾
語
句
を
表
に
し
て
示
す

と
次
の
よ
う
に
な
る
。
（
△
表
Ⅳ
∇
）
。

　
△
表
Ⅳ
▽
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
『
土
佐
日
記
』
中
で
は
、
「
む
と
て
」
形
が
1
9

IV＞く表

被
修
飾
語
句

被
修
飾
語
句
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引
用
節

み
ん

ー
－
－
－
－
－
―
－
－
－
―
Ｉ

い
な
ん

ー
－
―
－
－
－
－
―
Ｆ
－
－
－

お
は
ん

ー
－
－
―
―
－
－
－
－
ｊ
―
－

み
お
く
ら
ん

ー
－
－
－
－
－
―
―
－
－
―
Ｉ

せ
ん

－
１
－
－
―
－
―
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

せ
ん

　
つ
か
は
れ
ん

‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

よ
ま
ん

や
ら
む

‐
―
―
－
－
―
―
ｉ
－

ま
か
ら
ず

す
る
な
り

ー
－
－
―
－
－
－
Ｉ
Ｉ

さ
わ
げ
ば

奉

る

た
ち
ぬ
る

こ
の
む

ー
－
－
－
ｉ
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
！
－

よ
む

ー
－
－
－
－
―
―
－
‐
―
－
－
－
・

奉
る

ー
－
ｉ
―
－
－
―
！
－
－
－
―
―
。

も
こ
そ
し
給
べ

・
―
－
－
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

よ
の
ま

・
―
－
－
－
－
―
－
―
―
－
－
－
―

人
も
い
よ
こ
と

ー
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
－

今
はう

ち
は

い
ひ
つ
る
か
な

あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し

よ
め
り
け
る

う
ち
は
め
つ
れ
ば

！
－
－
－
－
－
－
－
―
－
－
―
―
－
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

つ
ゝ
め
き
て
止
み
ぬ

ｊ
―
－
―

－
Ｉ
Ｉ

こ
ぎ
い
で
け
り

追
ひ
来
け
る

ー
－
－
―
―
－
－
－
―
―
－

お
り
て
ゆ
く

つ
き
て
く
る

も
と
め
け
る

置
か
れ
ぬ
め
り

―
－
－
－

さ
し
は
さ
め
り
け
れ
ば

い
へ
る

見
え
ざ
な
る

追
ひ
来
る

か
き
い
だ
せ
れ
ば

例
中
９
例
用
い
ら
れ
て
お
り
、
一
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
「
用
例
1
5
」
男
も
す
な
る
日
記
と
い
よ
も
の
を
女
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
。

　
　
　
（
略
）
そ
の
よ
し
、
い
さ
ゝ
か
も
の
に
か
き
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
二
十
一
日
　
2
7
ぺ
）

　
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
紀
貴
之
は
『
古
今
和
歌
集
仮
名
序
』
な
ど
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
通
常
、
漢
文
で
書
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
公
的
文
章
を
仮
名
で
記

し
て
お
り
、
貴
之
の
仮
名
文
に
対
す
る
強
い
愛
着
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
［
用
例
1
5
］
は
貴
之
（
作
者
）
を
女
性
に
仮
託
し
た
冒
頭
部
分
と
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

ま
り
に
も
有
名
な
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
日
記
と
い
ふ
も
の
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

提
示
の
意
の
「
い
ふ
」
を
用
い
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
「
女
も
し
て
み
ん
と
て

す
る
な
り
」
と
「
と
て
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
と
て
」
に
は
「
思
ふ
」

と
い
う
省
略
語
が
想
定
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
「
日
記
と
い
ふ
も
の
」
の
「
い
ふ
」

に
対
し
て
は
、
明
確
な
る
動
作
主
体
が
存
し
な
い
の
に
対
し
て
、
「
み
ん
と
お
も
ひ

ーて
」
と
想
定
す
る
と
、
そ
こ
に
は
女
性
に
仮
託
さ
れ
た
作
者
で
あ
る
貴
之
の
姿
が

明
確
に
存
在
し
、
し
か
も
、
作
者
自
身
の
意
志
を
示
す
「
む
」
を
引
用
節
の
中
に

含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
と
い
う
対
者
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
［
用
例
1
5
］
の
「
と



て
」
は
そ
の
動
作
性
を
敢
え
て
潜
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
出
し
て
く
る

動
作
主
体
で
あ
る
貫
之
に
重
点
を
置
い
た
表
現
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　
［
用
例
1
6
］
お
ぼ
ろ
げ
の
順
に
よ
り
て
や
あ
ら
ん
、
風
も
吹
か
ず
、
よ
き
ひ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
で
き
て
こ
ぎ
ゆ
く
。
こ
の
あ
い
だ
に
つ
か
は
れ
ん
と
て
つ
き
て
く
る
わ
ら

　
　
　
は
あ
り
、
（
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
一
目
　
4
3
ぺ
）

　
［
用
例
1
7
一
（
略
）
か
ぢ
と
り
も
の
の
あ
は
れ
も
知
ら
で
、
お
の
れ
し
酒
を
く
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
ひ
つ
れ
ば
、
は
や
く
い
な
ん
と
て
、
「
潮
み
ち
ぬ
。
風
も
吹
き
ぬ
べ
し
。
」

　
　
　
―
　
―

　
　
　
―
　
―

　
　
と
さ
わ
げ
ば
、
舟
に
乗
り
な
ん
と
す
。
　
（
十
二
月
二
十
七
日
　
3
0
ぺ
）

　
［
用
例
1
6
一
は
「
と
て
」
の
主
体
を
引
用
節
で
は
述
べ
ず
、
被
修
飾
語
句
で
「
わ

ら
は
」
と
明
示
さ
せ
、
［
用
例
1
7
一
で
は
「
か
ぢ
と
り
」
と
い
う
主
体
の
心
理
を
「
と

て
」
が
承
け
、
動
的
動
作
と
し
て
「
さ
わ
ぐ
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
［
用
例
1
5
一

［
用
例
1
6
一
［
用
例
1
7
一
に
代
表
さ
れ
る
「
む
と
て
」
は
、
「
と
て
」
の
省
略
さ
れ

た
用
言
に
対
応
し
て
表
出
し
て
く
る
動
作
主
体
に
重
点
が
あ
り
、
と
同
時
に
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―

を
も
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
【
用
例
1
7
】
の
「
乗
り
な
ん
と
す
」
は
「
乗
ろ
う
と
す

る
」
と
い
う
動
的
動
作
を
表
す
の
で
あ
り
、
「
と
て
」
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し
か

も
こ
れ
ら
の
「
と
て
」
は
作
者
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
お
り
、
日
記
と
い
う
形
態

上
か
ら
も
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
「
む
と
て
」
は
漢
文
訓
読
で
あ
れ

ば
「
む
と
し
て
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
『
土
佐
日
記
』
中
の
「
し
て
」

を
調
査
し
て
み
る
と
「
と
し
て
」
は
Ｉ
例
の
み
で
、
「
む
と
し
て
」
と
い
う
語
形
は

存
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
貴
之
が
仮
名
文
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
「
と
て
」

を
用
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
動
詞
終
止
形
を
承
け
る
「
と
て
」
は
三
例
存
し
て
い
る
。

　
［
用
例
1
8
一
こ
れ
を
見
て
、
む
か
し
の
こ
の
は
は
悲
し
き
に
た
え
ず
し
て
、
な

　
　
か
り
し
も
あ
り
つ
ゝ
か
へ
る
ひ
と
の
こ
を
あ
り
し
と
な
く
て
く
る
悲
し
さ

　
　
と
言
ひ
て
ぞ
注
き
け
る
。
ち
ち
も
こ
れ
４
４
Ｍ
て
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

　
　
う
や
う
の
こ
と
も
う
か
も
、
こ
の
む
と
て
あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
九
日
　
5
5
ぺ
）

　
［
用
例
1
9
］
こ
れ
を
見
て
ぞ
、
仲
麻
呂
の
主
、
「
（
略
）
わ
か
れ
を
し
み
、
よ
ろ

　
　
　
こ
び
も
あ
り
、
か
な
し
び
も
あ
る
と
き
に
は
よ
む
」
川
帽
、
よ
め
り
け
る

　
　
　
う
た
、
あ
を
う
な
ば
ら
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
山
に
出
で
し
月

　
　
　
か
も
と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
二
十
目
　
4
2
ぺ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

　
【
用
例
2
0
】
ま
た
、
い
ふ
に
し
た
が
ひ
て
、
い
か
が
は
せ
ん
と
て
、
「
ま
な
こ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
こ
そ
ふ
た
つ
あ
れ
。
た
ゞ
ひ
と
つ
あ
る
鏡
を
た
い
ま
つ
る
」
と
て
、
う
み

　
　
　
に
う
ち
は
め
つ
れ
ば
、
く
ち
を
し
。
　
　
　
　
　
　
（
二
月
五
日
　
5
2
ぺ
）

　
　
［
用
例
1
8
］
は
、
任
国
の
土
佐
で
亡
く
な
っ
た
娘
へ
追
慕
し
て
歌
を
詠
ん
だ
妻

が
泣
き
、
貴
之
が
更
に
亡
き
娘
へ
の
追
慕
を
深
め
、
歌
を
詠
む
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
［
用
例
旭
は
亡
き
娘
へ
の
追
慕
と
い
う

　
『
土
佐
日
記
』
の
執
筆
動
機
、
ま
た
貴
之
の
歌
論
を
主
張
し
て
い
る
場
面
で
、
重

要
な
位
置
を
占
め
る
箇
所
で
あ
る
が
、
「
こ
の
む
と
て
」
の
省
略
さ
れ
た
用
言
は
、

形
式
化
し
た
意
味
の
「
い
ふ
」
で
あ
り
、
接
続
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
後
件
句
に
「
…

も
…
打
消
」
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
逆
接
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
の
む
」
　
３
‐

と
い
う
動
作
は
心
理
を
表
現
し
て
お
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
動
詞
終
止
形
を
承
け
　
‐
２

る
「
と
て
」
と
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
『
古
今
和
歌
集
』
［
用
例
Ｉ
一
「
用
例
２
」
）
。

と
こ
ろ
が
、
［
用
例
1
9
］
は
「
仲
麻
呂
」
と
い
う
明
確
な
る
主
体
が
存
し
て
お
り
、

聞
き
手
で
あ
る
対
者
も
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
話
の
意
の
「
言
ふ
」
の
省
略

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
引
用
節
の
「
よ
む
」
は
こ
れ
ま
で
の
心
理
を
表

現
す
る
も
の
と
は
性
格
を
異
に
し
、
具
体
的
な
動
作
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
こ
の
心
理
、
具
体
と
い
う
問
題
は
『
枕
草
子
』
で
詳
し
く
述
べ
る
）
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
［
用
例
1
9
一
の
引
用
節
中
が
習
慣
的
事
象
に

つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
［
用
例
2
0
一
は
風
波
が
お
さ
ま
ら
ず
、
揖
取
の
言
う
が
ま
ま
に
神
へ
奉
納
し
、

そ
の
こ
と
が
残
念
で
あ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
［
用
例
2
0
一
の
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

用
節
は
被
修
飾
語
句
「
う
ち
は
め
つ
」
に
対
し
て
、
今
現
在
、
実
現
（
顕
在
化
）

し
よ
う
と
し
て
い
る
（
こ
れ
を
「
将
然
」
と
仮
称
す
る
）
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る

と
考
え
る
と
、
「
奉
納
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
奉
納
し
よ
う
」
と
い
う
動
作
で
あ



る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
用
例
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
つ
か
ぶ
と
て
」
と
同
様
で

あ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
で
も
指
摘
し
た
が
、
［
用
例
題
は
そ
の
性
質
上
、
意
志

と
同
等
の
表
現
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
「
い
か
が
は

せ
ん
と
て
」
は
注
釈
書
等
で
は
、
発
話
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
も
の
も
見
受
け

ら
れ
る
が
、
「
む
と
て
」
を
考
察
し
た
結
果
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
用
例

も
貴
之
の
心
中
思
惟
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
名
詞
、
名
詞
プ
ラ
ス
助
詞
を
承
け
る
「
と
て
」
の
用
例
も
『
土
佐
日
記
』

中
に
存
し
て
い
る
。

　
「
用
例
2
1
」
元
日
。
な
ほ
お
な
じ
と
ま
り
な
り
。
白
散
を
あ
る
も
の
「
よ
の
ま
」

　
　
　
－

　
　
　
と
て
、
ぶ
な
や
か
た
に
さ
し
は
さ
め
り
け
れ
ば
、
風
に
ふ
き
な
ら
さ
せ
て
、

　
　
　
え
の
ま
ず
な
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
一
目
　
3
1
ぺ
）

　
　
「
用
例
2
2
」
九
日
の
つ
と
め
て
、
大
湊
よ
り
奈
半
の
泊
を
追
は
ん
と
て
こ
ぎ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｉ

　
　
　
で
け
り
。
こ
れ
か
れ
た
が
ひ
に
「
国
の
境
の
う
ち
は
」
と
て
、
み
お
く
り

　
　
　
に
く
る
人
あ
ま
た
が
な
か
に
、
（
賠
）
こ
こ
か
し
こ
に
お
ひ
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
九
日
　
3
5
ぺ
）

　
　
［
用
例
八
は
「
あ
る
も
の
」
と
い
う
明
確
な
る
主
体
が
存
し
て
お
り
、
聞
き

于
と
い
う
対
者
は
存
し
て
い
な
い
の
で
、
「
と
て
」
は
「
と
お
も
ひ
て
」
の
省
略
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
［
用
例
９
９
一
］
は
主
体
と
共
に
対
者
を
も
表
現
す
る

　
「
こ
れ
か
れ
た
が
ひ
に
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
話
の
意
で
あ
る
「
と

言
ひ
て
」
の
省
略
形
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
名
詞
等
を
承
け
る
も
の
と
区

別
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
、
漢
文
訓
読
話
「
と
し
て
」
と
相
違

し
て
い
る
。

　
さ
て
、
「
既
然
」
を
表
す
も
の
も
一
例
存
し
て
い
る
。

　
「
用
例
2
3
」
（
略
）
か
ぢ
と
り
は
、
う
つ
た
へ
に
、
わ
れ
歌
の
や
う
な
る
こ
と
い

　
　
　
ふ
と
に
も
あ
ら
ず
。
聞
く
人
の
「
あ
や
し
く
。
歌
め
き
て
も
い
ひ
つ
る
か

　
　
　
　
　
ｉ

　
　
　
な
。
」
と
て
、
書
き
出
だ
せ
れ
ば
、
げ
に
三
十
文
字
あ
ま
り
な
り
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
五
目
　
5
0
ぺ
）

　
　
［
用
例
2
3
］
も
貴
之
の
歌
論
を
主
張
し
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
揖
取
が
「
お
の

づ
か
ら
辻
冰
ん
だ
（
言
っ
た
）
言
葉
を
、
「
聞
く
人
」
が
書
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
和

歌
の
音
数
律
と
同
じ
で
あ
っ
た
、
と
書
き
記
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
用

例
で
は
「
聞
く
人
」
と
い
う
主
体
と
共
に
、
対
者
を
も
表
現
し
て
お
り
、
【
用
例
2
3
】

は
発
話
の
意
の
「
と
言
ひ
て
」
の
省
略
形
と
し
て
「
と
て
」
を
捉
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
『
土
佐
日
記
』
中
の
「
と
て
」
は
歌
論
を
主
張
す
る
主
要
な
場
面

に
等
に
用
い
ら
れ
、
特
に
［
用
例
1
5
］
の
よ
う
に
、
従
来
な
ら
ば
「
と
し
て
」
が

用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
箇
所
に
、
「
と
て
」
の
意
味
用
法
を
意
識
し
て
、
果
敢
に
仮

名
文
に
取
り
入
れ
た
貴
之
の
姿
勢
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

　
注

①
　
『
奈
良
朝
文
法
史
』
　
４
５
２
ぺ
以
降
（
初
版
大
９
　
再
版
宝
文
飾
出
版
に
よ
る
）

②
　
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
「
と
」
の
用
法
中
に
「
と
て
」
を
含
め
て
お
り
、
相
違
は
指

　
　
摘
さ
れ
て
い
な
い
。

③
　
『
上
代
読
助
動
詞
の
史
的
研
究
』
９
７
３
ぺ
　
（
明
治
書
院
　
昭
4
8
）

④
　
『
万
葉
集
助
詞
の
研
究
』
（
笠
間
書
院
　
昭
6
3
）

⑤
　
『
日
本
文
法
　
文
語
篇
』
１
０
６
ぺ
以
降
（
昭
2
9
　
岩
波
書
店
）

⑥
　
山
目
性
紀
氏
は
『
古
代
日
本
文
体
史
論
考
』
（
有
精
堂
　
平
５
）
で
「
（
略
）
テ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
か
つ
て
動
詞
の
連
用
形
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
ク
テ
・
～
ズ
テ
・
～
ト
テ
・
～
ニ

　
　
テ
・
カ
ク
テ
な
ど
連
用
修
飾
格
に
立
つ
読
と
の
連
接
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い

　
　
か
と
考
え
る
。
」
（
２
３
７
ぺ
）
と
し
、
「
原
初
的
な
語
法
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑦
　
屋
名
池
誠
氏
は
「
母
音
脱
落
」
（
「
女
子
大
文
学
」
4
3
　
大
阪
女
子
大
学
国
文
学
科

　
　
紀
要
　
平
４
）
で
「
（
モ
フ
は
）
す
で
に
脱
落
形
が
脱
落
を
生
ん
だ
諸
環
境
を
は
な

　
　
れ
て
そ
れ
自
身
一
個
の
独
立
の
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
」
と
し
、

　
　
　
「
オ
モ
フ
」
の
語
頭
母
音
脱
落
形
モ
フ
は
前
接
読
の
音
韻
的
条
件
に
束
縛
さ
れ

　
　
て
」
い
な
い
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
も
ふ
」
が
古
形
で
あ
り
、
「
お
も

　
　
ふ
」
は
新
形
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
鶴
久
氏
「
上
代
の
雪
洞
仮
名
と

一 一24



　
　
母
音
脱
落
現
象
を
め
ぐ
っ
て
」
「
萬
葉
」
6
6
　
昭
4
3
）
。

⑧
　
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
3
8
）
。

　
　
ま
た
、
「
位
相
」
と
は
場
面
論
を
除
い
て
、
属
性
論
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、

　
　
社
会
的
属
性
差
と
共
に
文
体
（
ス
タ
イ
ル
）
差
を
含
め
る
も
の
と
し
て
使
用
し
て

　
　
い
る
。
（
真
田
信
治
氏
「
位
相
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
」
「
国
語
学
」
１
５
４
集
　
昭

　
　
6
3
）

⑨
　
加
点
意
識
等
、
難
点
が
存
す
る
が
、
岩
崎
本
『
日
本
書
記
』
に
見
ら
れ
る
も
の
を

　
　
訓
点
資
料
中
で
の
「
と
て
」
の
用
例
と
し
て
認
め
て
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

　
　
れ
る
用
例
が
あ
る
。

⑩
　
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
黙
の
国
語
学
的
研
究
』
１
３
７
ぺ
以
降
（
初
版

　
　
昭
1
7
　
再
版
勉
誠
社
に
よ
る
）
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