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古
代
日
本
語
、
特
に
上
代
日
本
語
の
「
複
合
動
詞
」
が
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
構
文
上
の
現
象
は
、
か
つ
て
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
多

か
っ
た）

（
（

。
し
か
し
、
最
近
で
は
そ
れ
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
多
方
面
に
わ
た
る
従
来
の
議
論
に
よ
っ
て
、

「
複
合
動
詞
」
に
か
か
わ
る
多
く
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
り
、
あ
え
て
議
論
す
べ
き
こ
と
が
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
実
際
の
文
に
現
れ
る
「
複
合
動
詞
」
は
、［
動
詞
Ａ
の
連
用
形
＋
動
詞
Ｂ
の
諸
活
用
形
］
の
形
式
に
一
般
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

上
代
語
の
こ
の
形
式
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
の
一
つ
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
形
式
を
構
成
す
る
Ａ
・
Ｂ
二
種
の
動
詞

は
、
後
世
語
で
同
じ
形
式
を
構
成
す
る
二
種
の
動
詞
よ
り
も
、
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、

Ａ
・
Ｂ
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
的
な
独
立
性
が
よ
り
強
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
妥
当
な
推
定
だ
と
す
れ
ば
、
上
代
語

に
は
後
世
語
の
「
複
合
動
詞
」
の
よ
う
な
も
の
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
推
定
を
導
か
せ
る
構
文
上
の
現
象
が
、
上
代
語
に
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
。『
萬
葉
集
』
の
歌
を
見
る
と
、
た
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と
え
ば
、「
帰
り
来く

」
に
対
し
て
「
変か

へ
り
も毛

来く

哉や

常と

（
帰
り
もｏ

来
や
と
）
…
」〔
十
三
・
三
一
三
二
〕
が
あ
り
、「
立
ち
上の

ぼ

る
」
に
対
し
て

「
立た

ち
は
の
ぼ
ら
ず

者
不
上
（
立
ち
はｏ

上
ら
ず
）
…
」〔
七
・
一
二
四
六
〕
が
あ
り
、「
恋
ひ
暮
ら
す
」
に
対
し
て
「
恋こ

ひ

其そ

晩く
ら

師し

之し

（
恋
ひ
そｏ

暮
ら
し
し
）

…
」〔
十
二
・
二
八
四
一
〕
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ａ
・
Ｂ
二
種
の
動
詞
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
推
定
を
導
く
に
足

る
、
最
も
典
型
的
な
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
か
」「
や
」「
そ
／
ぞ
」「
し
」「
も
」「
は
」
な
ど
広
義
の
係
助
詞
を
含
む
［
動
詞
Ａ
の
連

用
形
＋
係
助
詞

0

0

0

＋
動
詞
Ｂ
の
諸
活
用
形
］
と
い
う
形
式
が
存
在
し
た
事
実
は
、
そ
れ
を
含
ま
な
い
［
動
詞
Ａ
の
連
用
形
＋
動
詞
Ｂ
の
諸
活

用
形
］
と
い
う
形
式
の
場
合
で
も
Ａ
・
Ｂ
間
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
、
だ
か
ら
こ
そ
間
に
係
助
詞
が
位
置
し
え
た
の
だ
ろ

う
、
と
い
う
推
定
を
導
く
の
で
あ
る
。
現
代
語
の
「
複
合
動
詞
」
で
は
、
動
詞
間
の
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
よ
り
強
く
な
っ
て
お
り
、
係0

助
詞
に
由
来
す
る
助
詞

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
二
種
の
動
詞
の
間
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
な
い
。

　『
萬
葉
集
』
全
体
で
は
、
単
独
の
係
助
詞
が
動
詞
間
に
位
置
す
る
例
だ
け
で
も
一
〇
〇
を
超
え
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、「
手た

折を
り

来き

而て

（
手
折
り
来
て
）
…
」〔
八
・
一
五
八
九
〕
に
対
す
る
「
手た

折を
り

曽そ

我あ
が

来こ

師し

（
手
折
り
そ
我
が
来
し
）」〔
八
・
一
五
八
二
〕
で
は
、
係
助

詞
「
そ
」
だ
け
で
な
く
主
語
の
「
我
が
」
ま
で
が
動
詞
間
に
位
置
し
て
い
る
。
同
種
の
構
文
の
例
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
動
詞
Ａ

が
、
あ
と
に
動
詞
Ｂ
が
く
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
連
用
形
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
一
方
で
は
Ａ
と
Ｂ
と
の
意
味
的
な
関
係
が

相
当
に
緩
い
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
。
あ
る
い
は
、
動
詞
Ａ
の
機
能
は
連
用
形
中
止
法
に
近
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
、
と
想

定
す
る
こ
と
さ
え
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

　
従
来
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
禁
止
を
表
す
副
詞
「
な
」
の
用
法
も
、
動
詞
間
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
た
と
え
ば
、「
大ま

す
ら
を夫

の
思お

も

和ひ
わ

備び

乍つ
つ

（
思
ひ
侘
び
つ
つ
）
…
」〔
四
・
六
四
六
〕
に
対
し
て
、「
な
」
を
含
む
「
国
遠
み
念お

も
ひ
な勿

和わ

備び

曽そ

（
思
ひ
なｏ

侘
び
そ
）」〔
十
二
・
三
一
七
八
〕
が
あ
り
、「
梅
の
花
知ち

利り

麻ま

我が

比ひ

多た

流る

（
散
り
紛
ひ
た
る
）
岡を

か

辺び

に
は
…
」〔
五
・
八
三
八
〕

に
対
し
て
、
同
じ
く
「
な
」
を
含
む
「
暫し

ま

し
く
は
落ち

り
な
ま
が
ひ
そ

莫
乱
（
散
り
なｏ

紛
ひ
そ
）」〔
九
・
一
七
四
七
〕
が
あ
る
。
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さ
ら
に
、「
相あ

ひ
別
る
」「
取
り
見
る
」
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
「
相
ひ
…
」「
取
り
…
」
や
、「
恋
ひ
わ
た
る
」「
忘
れ
か
ね
つ
も
」
な
ど

に
用
い
ら
れ
た
「
…
わ
た
る
」「
…
か
ぬ
」
に
関
し
て
も
、
前
後
に
あ
る
動
詞
と
の
意
味
的
な
関
係
に
つ
い
て
同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
用
法
の
動
詞
は
、
古
語
辞
典
の
類
で
は
接
頭
辞
・
補
助
動
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
安あ

比ひ

加か

和わ

可か

礼れ

牟む

（
相
ひ
かｏ

別
れ
む
）」〔
二
十
・
四
五
一
五
〕
や
「
恋こ

ひ

也や

将わ
た
ら
む渡

（
恋
ひ
やｏ

わ
た
ら
む
）」〔
十
・
一
九
八
九
〕
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
補

助
的
な
機
能
を
も
つ
活
用
語
と
根
幹
的
な
意
味
を
表
す
動
詞
と
の
間
に
、
係
助
詞
が
位
置
す
る
例
も
少
な
く
な
い
。
補
助
的
な
機
能
を
も

つ
動
詞
も
ま
た
本
来
の
意
味
を
濃
厚
に
保
持
し
て
お
り
、
後
世
の
も
の
よ
り
は
意
味
の
面
で
独
立
性
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、「
在あ

り

曽そ

金か
ね

津つ

流る

」〔
四
・
六
一
三
〕
や
「
日
月
は
…
…
照て

り

哉や

多た

麻ま

波は

奴ぬ

」〔
五
・
八
九
二
〕
の
よ
う
に
、
本
動
詞
と
補
助
動
詞

と
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
例
は
あ
る
が
、
前
者
の
補
助
動
詞
と
助
動
詞
と
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
「
有
り
か
ね
そｏ

つ
る
」
と
い
う
よ

う
な
例
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
既
に
助
動
詞
は
直
前
の
活
用
語
と
意
味
的
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　『
萬
葉
集
』
の
歌
に
は
、「
飛と

び

翻か
け

来り
き

鳴な
き

令と
よ

響も
し

（
飛
び
翔
り
来
鳴
き
響
も
し
）
…
」〔
九
・
一
七
五
五
〕
や
「
宇う

知ち

嘆な
げ

之き
し

奈な

要え

宇う

良ら

夫ぶ

礼れ

之し

努の

比ひ

都つ

追つ

（
打
ち
嘆
き
萎
え
う
ら
ぶ
れ
偲
ひ
つ
つ
）
…
」〔
十
九
・
四
一
六
六
〕
の
よ
う
に
、
五
種
の
動
詞
の
続
い
た
表
現
が
あ
る
。
こ

れ
ら
も
ま
た
、
当
時
の
動
詞
は
緩
い
関
係
で
重
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
想
定
さ
せ
る
。『
続
日
本
紀
』
所
載
の
宣

命
や
『
延
喜
式
』
所
載
の
祝
詞
な
ど
の
散
文
に
も
ま
た
、「
聞き

こ
し
め
し
お
ど
ろ
き
よ
ろ
こ
び
た
ふ
と
び
お
も
は

食
驚
伎
悦
備
貴
備
念
波く

は
久
（
聞
こ
し
食
し
驚
き
喜
び
貴
び
思
は
く
は
）
…
」

〔
十
二
詔
〕
や
「
待ま

ち
ふ
せ
ぎ防

掃は
ら
ひ
や
り却

言い
ひ
そ
け
ま
し
て

排
坐
弖
（
待
ち
防
ぎ
掃
ひ
却
り
言
ひ
排
け
坐
し
て
）
…
」〔
御
門
祭
〕
の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
、
同
様
の

こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
の
場
の
必
要
に
応
じ
て
数
種
の
動
詞
を
重
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
態
・
心
情
を
詳
細
に
描
写
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
韻
文
と
散
文
を
問
わ
ず
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
数
種
の
動
詞
が
続
い
た
表
現
を
よ
く
見
る
と
、
慣
例
に
よ
っ

て
意
味
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
目
に
見
え
る
現
象
と
し
て
は
、
多
種
の
動
詞
の
連
用
形

が
い
く
つ
か
重
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
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上
代
の
歌
で
は
、「
大
坂
に
阿あ

布ふ

夜や

袁を

登と

売め

袁を

（
逢
ふ
やｏ

を
と
め
を
）
道
問
へ
ば
…
」〔
記
七
七
〕
の
「
や
」、「
今こ

の
よ生

な
る
間
は
楽た

の
し
く
を乎

有あ
ら

名な

（
楽
し
く
をｏ

あ
ら
な
）」〔
三
・
三
四
九
〕
の
「
を
」
な
ど
の
よ
う
に
、
間
投
助
詞
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
動
詞
間
の

意
味
的
な
結
び
つ
き
だ
け
で
な
く
、
文
節
間
の
意
味
的
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
も
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
副
題
に
、「
複
合
動
詞
」
で
は
な
く
「
動
詞
連
接

0

0

」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
そ
れ
は
、
重
な
っ
た
複
数
の
動
詞
に
つ
い
て
想

定
さ
れ
る
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
緩
い
意
味
的
関
係
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
論
述
の
な
か
で
、「
二
種
の
動
詞
の
間

に
助
詞
を
挿
入
す
る

0

0

0

0

」
と
い
う
一
般
的
な
表
現
を
用
い
ず
に
、「
動
詞
間
に
助
詞
が
位
置
す
る

0

0

0

0

」
と
表
現
し
た
。
そ
れ
も
ま
た
、
現
象
そ

の
も
の
を
客
観
的
に
描
写
す
る
た
め
で
あ
る
。「
挿
入
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
の
間
に
何
か
を
割
り
込
ま
せ

0

0

0

0

0

る0

、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
右
に
列
挙
し
た
動
詞
連
接
の
様
態
や
、
動
詞
間
に
位
置
す
る
助
詞
の
用
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
実
例
を
細
か
く
調
査
・
考
察
し

て
、
前
稿
で
そ
の
結
果
を
具
体
的
に
報
告
し
た）

（
（

。
現
在
の
と
こ
ろ
、
前
稿
に
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

　
本
稿
で
新
た
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
複
数
の
動
詞
の
連
接
し
た
形
式
が
示
す
、
前
後
に
あ
る
語
や
前
後
の
文
脈
と
の
意
味
的
な

関
係
で
あ
り
、
ま
た
連
接
し
た
動
詞
相
互
の
意
味
関
係
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
意
味
関
係
の
あ
り
か
た
が
、
上
代
語
と
そ
れ
以
降

の
言
語
で
は
あ
る
程
度
ま
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
は
ず
の
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
考
え
る

こ
と
も
、
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
。

二

　
ま
ず
、
歌
に
用
い
ら
れ
た
動
詞
連
接
が
、
前
後
の
語
や
文
脈
と
ど
の
よ
う
な
意
味
関
係
を
も
つ
の
か
を
、
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
。
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（
　
行
き
沿
ふ

　
川
の
神
も

　
大お

ほ

御み

食け

に
　
仕
へ
奉
る
と

　
上か

み

つ
瀬
に

　
鵜う

川か
は

を
立
ち

　
下し

も

つ
瀬
に

　
小さ

網で

刺さ
し

渡わ
た
す　

山
川
も

　
依よ

り
て

仕
ふ
る

　
神
の
御
代
か
も�

〔
一
・
三
八
〕

（
　
真
木
積
む

　
泉
の
川
の

　
速
き
瀬
を

　
竿さ

を
さ
し
わ
た
り

刺
渡

　
ち
は
や
ぶ
る

　
宇
治
の
渡
り
の

　
激た

ぎ

つ
瀬
を

　
見
つ
つ
渡
り
て
…�

�

〔
十
三
・
三
二
四
〇
〕

　
ど
ち
ら
も
長
歌
の
一
部
で
あ
る
。
（
の
「
下
つ
瀬
に
小さ

網で

差
し
渡
す
」
と
（
の
「
速
き
瀬
を
棹さ

を

差
し
渡
り
」
と
は
、
川
を
渡
る
と
い
う

状
況
と
具
体
的
な
言
い
ま
わ
し
と
の
二
点
で
、
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
。
（
の
「
差
し
渡
す
」
も
（
の
「
差
し
渡
り
」
も
、『
萬
葉
集
』

の
索
引
や
辞
書
で
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
（
の
「
下
つ
瀬
に
」
は
、
連
用
修
飾
成
分
と
し
て
次
句
の
「
小さ

網で

差
し
渡
す
」
に
掛
か
る
。「
小
網
」
と
は
魚
を
す
く
い
捕
る
た
め
の

簡
易
な
網
で
あ
り
、「
差
し
渡
す
」
は
そ
れ
を
広
く
一
面
に
張
る
こ
と
を
い
う
。
そ
の
「
差
し
渡
す
」
と
い
う
動
詞
連
接
に
応
じ
る
目
的

語
が
「
小
網
」
で
あ
る
こ
と
は
、
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。「
下
つ
瀬
に
小
網
差
し
渡
す
」
と
い
う
二
つ
の
句
の
構
文
は
、
次
に
示
す

よ
う
に
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
【
右
側
の
太
線
は
一
般
的
な
理
解
に
基
づ
く
承
接
関
係
を
示
し
、
左
側
の
二
重
線
は
厳
密
な
承
接
関

係
を
示
す
】。

　
（

　
下
つ
瀬
に

　
小
網 

差
し
渡
す
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一
方
、
（
の
「
速
き
瀬
を
棹さ

を

差
し
渡
り
」
と
い
う
二
つ
の
句
は
、「（
流
れ
の
）
速
い
瀬
を
、
棹
を
差
し
て
渡
り
」
の
意
で
あ
る
。「
速

き
瀬
を
」
と
い
う
句
が
、
連
用
修
飾
成
分
と
し
て
次
句
の
「
棹
差
し
渡
り
」
に
掛
か
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ま
た
、
次
句
に
含
ま
れ
る

「
差
し
渡
り
」
は
、
一
つ
句
の
な
か
に
収
ま
っ
た
か
た
ち
の
動
詞
連
接
で
あ
る
。

　
（
の
文
脈
を
細
部
に
こ
だ
わ
っ
て
見
て
み
る
と
、
実
際
の
構
文
は
そ
れ
な
り
に
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
速
き
瀬
を
」
は
、
意

味
的
に
後
項
の
「
渡
り
」
だ
け
に
掛
か
り
、
前
項
の
「
差
し
」
に
は
掛
か
ら
な
い
。「
差
し
」
に
直
接
に
応
じ
る
の
は
、「
棹
」
と
い
う
目

的
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
速
き
瀬
を
棹
差
し
渡
り
」
と
い
う
二
つ
の
句
は
、
具
体
的
に
は
「
速
き
瀬
を
─
渡
り
」「
棹
─
差
し
」
と
い
う

二
重
の
意
味
関
係
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る）

（
（

。

　
（

　
速
き
瀬
を

　
棹 

差
し 

渡
り
…

　
こ
の
よ
う
に
、
動
詞
が
連
接
し
た
（
の
「
差
し
渡
り
」
で
は
、
（
の
「
差
し
渡
す
」
と
は
異
な
っ
て
、
前
項
と
後
項
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別

の
語
句
に
応
じ
て
い
る
。「
差
し
渡
る
」
は
ほ
か
に
用
例
が
な
く
、
歌
の
作
者
が
文
脈
に
合
わ
せ
て
臨
時
に
構
成
し
た
連
接
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

　
現
代
語
で
は
、
複
合
動
詞
と
し
て
「
差
し
渡
る
」「
差
し
渡
す
」
を
使
う
こ
と
は
、
一
般
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
連
用
形

名
詞
の
「
差
し
渡
し
」
な
ら
ば
、
現
代
語
だ
け
を
収
め
る
国
語
辞
典
に
も
立
項
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
点
か
ら
別
の
点
ま
で
の
長
さ

を
意
味
す
る
複
合
語
と
し
て
使
う
こ
と
が
あ
る
。

　
今
度
は
、
次
の
二
首
の
表
現
を
検
討
し
て
み
る
。
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（
　
い
や
遠と

ほ

に
　
国
を
来
離
れ

　
い
や
高た

か

に
　
山や

ま

乎を

故こ

要え

須す

疑ぎ

　
葦
が
散
る

　
難な

に

波は

に
来
居
て
…�

〔
二
十
・
四
三
九
八
〕

（
　
白
雲
の

　
た
な
び
く
山
を

　
岩
根
踏
み

　
古こ

要え

敝へ

奈な

利り

奈な

婆ば

　
恋
し
け
く

　
日
の
長
け
む
そ
…�

〔
十
七
・
四
〇
〇
六
〕

　
こ
れ
ら
も
、
長
歌
の
途
中
に
見
え
る
部
分
で
あ
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
に
も
、
旅
人
が
山
を
越
え
て
行
く
と
い
う
場
面
が
詠
み
込
ま
れ
て

い
る
。

　
二
首
の
表
現
の
う
ち
、
（
の
「
山
を
越
え
過
ぎ
」
と
（
の
「
越
え
隔へ

な

り
な
ば
」
に
は
、「
越
え
過
ぎ
」「
越
え
隔
り
」
と
い
う
、
と
も
に

「
越
え
」
を
前
項
と
す
る
動
詞
連
接
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
萬
葉
集
』
の
索
引
の
な
か
に
、
こ
れ
ら
の
「
越
え
過
ぎ
」「
越
え
隔
り
」
を
一

つ
の
ま
と
ま
っ
た
語
句
と
し
て
立
項
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

　
（
の
「
山
を
越
え
過
ぎ
」
と
い
う
句
を
見
て
み
る
。
こ
の
句
の
直
前
に
位
置
す
る
「
い
や
高
に
」
が
、
連
用
修
飾
成
分
と
し
て
こ
の
句

に
掛
か
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
動
詞
の
連
接
し
た
「
越
え
過
ぎ
」
に

応
じ
る
目
的
語
は
、
同
じ
句
の
初
め
に
位
置
す
る
「
山
」
で
あ
る
。
別
の
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、「
国
を
来
離
れ
」
た
人
物
が
「
越
え
」

る
対
象
も
「
過
ぎ
」
る
対
象
も
、
同
じ
く
「
山
」
で
あ
る
。

　
（
の
当
該
部
分
の
構
文
は
、
（
の
「
下
つ
瀬
に
小
網
差
し
渡
し
」
と
同
様
に
比
較
的
単
純
な
も
の
で
あ
る
。

　
（

　
い
や
高
に

　
山
を 

越
え
過
ぎ
…

　
こ
れ
に
対
し
て
、
（
の
表
現
で
は
動
詞
連
接
の
用
法
が
か
な
り
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
構
文
の
様
態
を
把
握
す
る
た
め
に

は
、「
…
山
を
岩
根
踏
み
越
え
隔
り
な
ば
」
と
い
う
、
二
つ
の
句
を
越
え
る
や
や
長
い
部
分
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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粗
雑
な
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
（
の
「
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
」
と
い
う
二
つ
の
句
は
「
岩
根
踏
み
越
え
」
に
掛
か
る
。
し
か
し
、
意

味
的
な
呼
応
関
係
を
細
か
く
分
析
す
れ
ば
、「
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
」
は
、「
岩
根
踏
み
」
を
飛
び
越
え
た
さ
き
の
「
越
え
」
だ
け
に
掛

か
る
。
そ
の
「
…
山
を
─
越
え
」
と
い
う
目
的
語
と
動
詞
と
の
関
係
は
、「
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
超こ

え

而て

来き

二に

家け

里り

」〔
三
・
二
八
七
〕
や

「
白
雲
の
た
な
び
く
山
を
今け

日ふ

香か

越こ
ゆ

濫ら
む

」〔
九
・
一
六
八
一
〕
な
ど
の
、
類
似
す
る
表
現
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。

　「
…
山
を
」
と
「
越
え
」
と
の
間
に
あ
る
「
岩
根
踏
み
」
と
い
う
句
は
、「
越
え
」
の
具
体
的
な
方
法
・
状
況
を
描
写
す
る
た
め
に
挿
入

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
句
の
な
か
で
は
、「
岩
根
」
が
「
踏
み
」
に
応
じ
る
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
。「
伊い

波は

祢ね

布ふ

牟む

生
駒
の

山
を
…
」〔
十
五
・
三
五
九
〇
〕
や
「
岩い

は

根ね

踏ふ
む

重
な
る
山
は
…
」〔
十
一
・
二
四
二
二
〕
そ
の
他
の
類
例
が
あ
り
、
山
を
越
え
る
こ
と
は

「
岩
根
を
踏
む
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
現
代
語
に
は
、「
踏
み
越
え
る
」
と
い
う
複
合
動
詞
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
現
代
人
が
（
の
「
岩
根
踏
み
越
え
」
と
い
う
表
現
を
読

め
ば
、
そ
れ
は
「
岩
根
─
踏
み
越
え
」
と
い
う
意
味
関
係
に
あ
る
と
理
解
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
（
の
実
際
の
文
脈
で
は
、「
岩
根
」

に
応
じ
る
の
は
前
項
の
「
踏
み
」
だ
け
で
あ
る
。「
踏
み
」
に
続
く
次
句
の
「
越
え
」
は
、
右
で
見
た
よ
う
に
「
岩
根
踏
み
」
の
前
に
あ

る
「
…
山
を
」
を
承
け
る
。

　
で
は
、
（
の
「
越
え
隔
り
」
と
い
う
動
詞
連
接
の
う
ち
、
前
項
の
「
越
え
」
を
除
い
た
後
項
の
「
隔
り
」
は
、
意
味
的
に
ど
の
語
に
応

じ
る
も
の
な
の
か
。
実
は
、「
隔
り
」
が
応
じ
る
も
の
は
歌
句
に
詠
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
あ
え
て
言
え
ば
、
文
脈
が
示
唆
す
る
「
私
が

君
と
／
私
と
君
の
二
人
が
」
と
い
う
意
味
の
表
現
に
応
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
越
え
隔
り
」
は
一
句
の
な
か
に
収
ま
っ
た
動
詞
連
接
で
は

あ
る
が
、「
…
山
を
─
越
え
」「（
私
が
君
と
）
─
隔
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
が
意
味
的
に
別
の
語
句
に
分
属
し
て
い

る
の
で
あ
る
。「
越
え
隔
る
」
も
ほ
か
に
用
例
が
な
く
、
文
脈
に
応
じ
て
臨
時
に
二
種
の
動
詞
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
愛う

つ
くし

妹
は
隔へ

な
り
た
る
か
も

有
鴨
」〔
十
一
・
二
四
二
〇
〕
と
い
う
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
隔へ

な

り
」
は
「（
二
人
が
）
遠
く
離
れ
／
離
れ
離
れ
に
な
り
」
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の
意
で
あ
る
。
歌
句
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
文
脈
か
ら
推
測
さ
れ
る
「
私
が
君
と
／
私
と
君
の
二
人
が
」
と
い
う
意
味
の
表
現
は
、

あ
え
て
言
え
ば
「
隔
り
」
の
主
語
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
の
表
現
の
構
文
・
意
味
関
係
を
図
式
化
し
て
示
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
あ
え
て
単
純
化
し
て
示
す
と
す
れ
ば
、
ほ
ぼ

次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
（

　
白
雲
の  

た
な
び
く
山
を

　
岩
根 

踏
み  

越
え  

（
私
が
君
と
）  

隔
り
な
ば
…

　
た
だ
し
、
山
を
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
が
相
手
と
遠
く
離
れ
る
結
果
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、「
…
山
を
岩
根
踏
み
越
え
」
と
「
隔

り
な
ば
」
と
は
文
脈
的
に
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
右
の
よ
う
に
、
文
脈
は
「
…
山
を
踏
み
越
え
」
の
と
こ
ろ
で
ひ
と

ま
ず
中
止
法
的
に
切
れ
、
以
下
に
「
…
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
句
が
続
く
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
、
（
の
表
現
に
戻
っ
て
、
構
文
に
つ
い
て
再
び
考
え
て
み
る
。
（
の
「
山
を
越
え
過
ぎ
」
の
場
合
、
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

「
越
え
」
の
対
象
も
「
過
ぎ
」
の
対
象
も
、
同
じ
く
「
山
」
で
あ
る
。

　
現
代
語
で
は
、
特
定
の
地
を
越
え
て
行
く
こ
と
を
、
（
の
よ
う
に
「
越
え
過
ぎ
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
、
一
般
的
に
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
（
の
「
…
山
を
越
え
過
ぎ
」
の
意
味
は
、
現
代
人
に
は
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
。
現
代
語
の
複
合
動
詞
で
は
、
原
則

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
が
意
味
的
に
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、
複
合
動
詞
は
一
つ
の
目
的
語
し
か
と
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ
構
文
を
も
つ
（
の
「
…
山
を
越
え
過
ぎ
」
は
、
現
代
人
に
は
理
解
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

　「
越
え
過
ぎ
る
」
に
よ
く
似
た
「
通
り
過
ぎ
る
」
は
、
現
代
語
だ
け
を
収
め
る
国
語
辞
典
の
類
に
も
立
項
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
踏
み

越
え
る
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
複
合
動
詞
を
構
成
す
る
二
種
の
動
詞
は
、
現
代
語
で
は
意
味
的
に
別
の
語
句
に
分
属
す
る
こ
と
が
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な
い
か
ら
、
複
合
動
詞
に
応
じ
る
目
的
語
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
国
語
辞
典
の
類
に
は
、「
踏
み
越
え
る
」
の
用
例
と
し
て
「
国
境
を
踏

み
越
え
る
」
と
い
う
文
を
あ
げ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、「
踏
み
越
え
る
」
の
目
的
語
は
「
国
境
」
で
あ
る
。

　
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
上
代
語
で
は
、
連
接
し
た
動
詞
の
結
び
つ
き
が
全
体
的
に
緩
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
結
び
つ
き
が

緩
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
（
の
「
差
し
渡
り
」
や
（
の
「
越
え
隔
り
」
の
用
法
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
前
項
と
し
て
の
動
詞
Ａ
と

後
項
と
し
て
の
動
詞
Ｂ
と
が
、
文
脈
に
応
じ
て
別
の
語
句
に
応
じ
え
た
の
で
あ
る
。
上
代
語
に
は
「
複
合
動
詞
」
と
呼
び
う
る
も
の
は
ま

だ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
従
来
の
推
測
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

三

　
続
い
て
、「
佐さ

欲よ

姫ひ
め

伝
説
」
に
か
か
わ
る
歌
の
表
現
を
、
以
上
と
同
じ
視
点
に
立
っ
て
見
て
み
る
。
松
浦
の
佐
欲
姫
と
大お

ほ
と
も
の
さ

伴
佐
提で

比ひ

古こ

と
が
結
婚
し
た
が
、
や
が
て
夫
の
公
務
の
た
め
に
二
人
は
別
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
内
容
の
こ
の
伝
説
は
、
当
時
の
人
々
に
広
く
知
ら

れ
て
い
た
。

　
の
ち
の
人
々
は
、
こ
の
伝
説
を
題
材
に
し
て
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
数
首
の
歌
が
『
萬
葉
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の
歌
は
、
そ
の

歌
群
に
含
ま
れ
る
一
首
で
あ
る
。

（
　
行
く
船
を

　
布ふ

利り

等と

騰ど

尾み

可か

祢ね

　
い
か
ば
か
り

　
恋
し
く
あ
り
け
む

　
松ま

つ
ら浦

佐さ

欲よ

姫ひ
め�

〔
五
・
八
七
五
〕

　
二
人
が
別
れ
た
時
の
、
佐
欲
姫
の
つ
ら
い
心
情
を
作
者
が
想
像
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
伝
説
に
よ
る
と
、
佐
欲
姫
は
山
の
上
に
立
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ち
、
佐
提
比
古
の
乗
っ
た
船
に
向
か
っ
て
必
死
に
「
領ひ

巾れ

」
を
振
っ
た
と
い
う
。

　「
領
巾
」
は
「
褶
」「
比
礼
」
と
も
書
き
、
女
性
が
肩
に
懸
け
て
下
に
垂
ら
す
布
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
霊
妙
な
呪
力
が
具
わ
っ
て

い
る
、
と
信
じ
ら
れ
た
。「
領
巾
」
を
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
呪
力
が
発
動
し
、
死
者
さ
え
も
蘇
ら
せ
る
の
だ
と
い
う
記
述
が
、
複
数

の
古
い
文
献
に
見
え
る）

（
（

。

　
（
の
第
二
句
で
あ
る
「
振
り
留と

ど

み
か
ね
」
は
、
呪
力
の
籠
も
る
「
領
巾
」
を
佐
欲
姫
が
振
っ
て
も
、
遠
く
離
れ
て
行
く
船
を
留
め
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
さ
す
。
（
の
直
前
に
置
か
れ
た
、

（
　
海
原
の

　
沖
行
く
船
を

　
帰
れ
と
か

　
領
巾
振
ら
し
け
む

　
松
浦
佐
欲
姫�

〔
五
・
八
七
四
〕

と
い
う
歌
も
、
作
者
が
佐
欲
姫
の
心
情
を
想
像
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
（
の
歌
と
並
べ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
人
が
別
れ
た
時

の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
が
、
よ
り
具
体
的
に
わ
か
る
。

　
（
の
「
振
り
留
み
」
は
一
句
の
な
か
で
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
で
あ
り
、
句
末
の
「
…
か
ね
」
は
補
助
動
詞
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
の

索
引
に
は
、
こ
の
「
振
り
留
み
か
ね
」
も
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
立
項
し
て
あ
る
。

　
第
一
句
の
「
行
く
船
を
」
は
連
用
修
飾
成
分
と
し
て
次
句
の
「
振
り
留
み
か
ね
」
に
掛
か
る
、
と
一
般
的
に
は
言
え
る
。
し
か
し
、
歌

の
文
脈
を
よ
く
見
る
と
、
実
際
に
「
行
く
船
を
」
は
「
留
み
か
ね
」
に
掛
か
る
の
で
あ
り
、「
振
り
」
に
は
掛
か
ら
な
い
。「
振
り
」
の
目

的
語
は
、
文
脈
か
ら
見
て
、
歌
句
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
「
領
巾
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
は
、「
行
く
船
を
─
留
み
か
ね
」

「（
領
巾
を
）
─
振
り
」
と
い
う
二
重
の
呼
応
関
係
に
あ
る
。
動
詞
連
接
の
前
項
で
あ
る
「
振
り
」
と
、
そ
の
後
項
で
あ
る
「
留
み
」
と
が
、

意
味
の
面
で
別
の
語
句
に
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（

　
行
く
船
を

　 

（
領
巾
を
）  

振
り 

留
み
か
ね
…

　
こ
の
意
味
関
係
の
あ
り
か
た
は
、
（
の
「
速
き
瀬
を
棹
差
し
渡
り
」
の
そ
れ
に
類
似
す
る
。
し
か
し
、
（
の
「
棹
」
に
あ
た
る
目
的
語

の
「
領
巾
」
が
（
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
点
で
、
両
者
は
異
な
る
。「
留
み
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
領
巾
」
は
、
人
々
が
よ
く
知
っ

て
い
る
伝
説
の
内
容
と
、
直
前
に
置
か
れ
た
（
の
歌
の
表
現
と
に
依
存
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
伝
説
の
内
容
を
知
ら
ず
、
ま
た
（

の
歌
も
読
ま
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、「
振
り
留
み
」
の
、
特
に
「
振
り
」
を
用
い
た
理
由
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
動
詞
連

接
の
「
振
り
留
み
」
も
、
伝
説
の
内
容
に
応
じ
て
臨
時
に
組
み
合
わ
せ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
次
の
歌
の
表
現
や
構
文
は
ど
う
か
。

7
　
朝
狩
に

　
鹿し

猪し

踏
み
起
こ
し

　
夕
狩
に

　
鶉と

雉り

踏
み
立
て

　
大お

ほ

御み

馬ま

の
　
口
抑お

さ

へ
と
め

　
御
心
を

　
見め

為し

明あ
き
ら
め
し之

　
活い

く

道ぢ

山や
ま

…

�

〔
三
・
四
七
八
〕

　
こ
の
長
歌
に
見
え
る
「
御
心
を
見め

し
明
ら
め
し
」
の
「
見
し
明
ら
め
」
も
、
一
つ
の
句
の
な
か
に
収
ま
っ
た
動
詞
連
接
で
あ
り
、
や
は

り
索
引
で
は
こ
れ
を
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
立
項
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
御
心
を
安あ

吉き

良ら

米め

多た

麻ま

比ひ

（
明
ら
め
給
ひ
）
…
」〔
十

八
・
四
〇
九
四
〕
そ
の
他
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
7
の
「
御
心
を
」
は
、「
見
し
明
ら
め
」
の
後
項
で
あ
る
「
明
ら
め
」
だ
け
に
掛
か
る
。

　
ま
た
、「
我
が
大
君
の
見め

し
た
ま
ふ給

吉
野
の
宮
は
…
」〔
六
・
一
〇
〇
五
〕
や
「
国く

に
か
た状

を
見め

之し

賜た
ま
ひ
て而

…
」〔
六
・
九
七
一
〕
な
ど
で
も
明
瞭
な
よ

う
に
、
前
項
の
「
見
し
」
の
目
的
語
は
国
土
の
状
況
・
景
観
で
あ
る
。
7
の
場
合
の
目
的
語
は
、
文
脈
か
ら
推
測
し
て
「
活
道
山
」
及
び
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そ
こ
で
の
行
為
で
あ
る
。
7
に
添
え
ら
れ
た
反
歌
に
「
見
し
し
活
道
の
…
」〔
三
・
四
七
九
〕
と
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
が

な
い
。「
御
心
を
、（
活
道
山
や
そ
こ
で
の
狩
の
様
子
を
）
御
覧
に
な
り
、
晴
ら
さ
れ
」
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
見
し
明
ら

め
」
と
い
う
動
詞
連
接
は
、
意
味
の
面
で
「
御
心
を
─
明
ら
め
」「（
活
道
山
や
そ
こ
で
の
狩
の
様
子
を
）
─
見
し
」
と
い
う
分
属
関
係
に

あ
る
。

　
7

　
御
心
を

　 

（
活
道
山
や
そ
こ
で
の
狩
の
様
子
を
）   

見
し 

明
ら
め
…

　「
見
し
」
の
目
的
語
が
文
脈
か
ら
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
で
、
意
味
的
な
分
属
関
係
は
、
（
の
「（
私
が
君
と
）
隔
り
な
ば
」
や
（

の
「（
領
巾
を
）
振
り
留
み
か
ね
」
に
酷
似
し
て
い
る）

（
（

。

　
次
の
歌
の
連
接
動
詞
は
、
以
上
の
諸
例
と
は
ま
た
異
な
る
分
属
関
係
を
示
す
。

（
　
大
伴
の

　
高た

か

師し

の
浜
の

　
松
が
根
を

　
枕ま

く
ら
き
ぬ
れ
ど

宿
杼

　
家
し
偲し

の

は
ゆ�

〔
一
・
六
六
〕

　
第
三
句
と
第
四
句
の
「
松
が
根
を
枕ま

く
らき

寝ぬ

れ
ど
」
は
、
旅
の
途
上
に
あ
る
作
者
が
、
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い
て
描
写
し
た
も
の

で
あ
る
。「
松
が
根
を
」
は
連
用
修
飾
成
分
と
し
て
「
枕
き
寝
れ
ど
」
に
掛
か
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
の
「
枕
き

寝
」
も
ま
た
、
索
引
で
は
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　「
枕
き
」
は
、
名
詞
の
「
枕
」
に
活
用
語
尾
を
付
し
て
動
詞
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
か
に
『
萬
葉
集
』
に
四
つ
の
例
が
あ
る
。

ま
た
、
本
文
の
「
枕
宿
杼
」
に
は
、
古
く
は
「
枕
にｏ

寝
れ
ど
」
と
い
う
別
訓
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
「
枕
き
寝
れ
ど
」
と
訓
じ
ら
れ
て
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い
る
。

　
そ
の
「
枕
き
寝
れ
」
は
動
詞
の
連
接
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
句
の
な
か
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
枕
き
」
も
「
寝
れ
」
も
、

と
も
に
作
者
の
行
為
を
表
す
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
項
の
「
枕
き
」
に
意
味
的
に
掛
か
る
の
は
、
直
前
に
あ
る
目
的
語
の
「
松
が
根

を
」
で
あ
る
。
ま
た
、
後
項
の
「
寝
れ
」
は
「
松
が
根
を
」
を
承
け
る
の
で
は
な
く
、「
寝
れ
ど
、（
眠
ら
れ
ず
に
）
家
し
偲
は
ゆ
」
と
い

う
よ
う
な
意
味
関
係
で
以
下
に
続
く
、
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
後
項
の
「
寝
れ
ど
」
は
、「
家
し
偲
は
ゆ
」
を
導
入
す
る
逆
接
条
件

句
に
な
っ
て
い
る
。

　
（

　
松
が
根
を

　
枕
き 

寝
れ
ど

　
家
し
偲
は
ゆ

　「
枕
き
」
と
「
寝
れ
」
と
は
、
や
は
り
意
味
的
に
分
属
関
係
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
分
属
の
あ
り
か
た
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
例
と

は
異
な
る
。

　
ほ
か
に
四
例
あ
る
「
枕
く
」
は
単
独
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
枕
き
寝
れ
ど
」
の
よ
う
に
別
の
動
詞
と
連
接
し
た
も
の
は
（
の
例
に
限

ら
れ
る
。
（
の
「
枕
き
寝
れ
」
も
ま
た
、
臨
時
に
構
成
し
た
連
接
だ
ろ
う
。

　
以
上
で
取
り
上
げ
た
よ
う
な
、
連
接
し
た
動
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
的
に
別
の
語
に
応
じ
る
例
は
、『
萬
葉
集
』
に
数
十
あ
る
。
以
前
、

（
の
「
行
く
船
を
振
り
留
み
か
ね
」
や
「
声
の
嗄か

る
が
に
来き

な
き
と
よ
め
め

喧
響
目
（
来
鳴
き
響
め
め
）」〔
十
・
一
九
五
一
〕
な
ど
の
数
例
に
つ
い
て
、

連
接
し
た
動
詞
の
意
味
関
係
を
問
題
に
し
、
具
体
的
に
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る）

（
（

。

　
中
古
の
歌
に
な
る
と
、
以
上
で
検
討
し
た
よ
う
な
意
味
的
な
分
属
の
例
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
一
一
〇
〇
首
を
収
載
す
る

『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
句
に
も
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
が
、
同
集
で
あ
え
て
似
た
例
を
探
す
と
、
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9
　
垂
れ
こ
め
て

　
春
の
行
方
も

　
知
ら
ぬ
間
に

　
待
ち
し
桜
も

　
移
ろ
ひ
に
け
り�

〔
二
・
八
〇
〕

（0
　
抜
き
乱
る

　
人
こ
そ
あ
る
ら
し

　
白
玉
の

　
間
無
く
も
散
る
か

　
袖
の
狭
き
に�

〔
十
七
・
九
二
三
〕

の
よ
う
な
も
の
が
見
つ
か
る
。

　
9
の
歌
の
詞
書
に
、

心
地
そ
こ
な
ひ
て
患わ

づ
らひ

け
る
時
に
、
風
に
あ
た
ら
じ
と
て
下
ろ
し
こ
め
て
の
み
侍
り
し
間
に
、
折
れ
る
桜
の
散
り
が
た
に
な
れ
り
け

る
を
見
て
詠
め
る
。

と
あ
る
。
第
一
句
の
「
垂
れ
こ
め
」
は
、
中
古
の
文
献
に
見
え
る
同
句
の
用
例
の
う
ち
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
二
種
の
他
動
詞
が
連

接
し
て
お
り
、「
簾す

だ
れや

蔀し
と
みな

ど
を
垂
ら
し
、
部
屋
に
籠
も
り
」
と
い
っ
た
状
況
を
表
す
。
だ
か
ら
、
動
詞
連
接
の
語
構
成
に
戻
っ
て
説
明

す
れ
ば
、「
垂
れ
」
の
目
的
語
は
簾
や
蔀
な
ど
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
籠
め
」
は
「
身
を
室
内
に
籠
も
ら
せ
て
」
の
意
だ
と
も

解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
目
的
語
は
作
者
自
身
で
あ
る
。

　
ど
ち
ら
の
目
的
語
も
、
歌
に
は
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
垂
れ
」「
こ
め
」
の
目
的
語
が
何
で
あ
る
か
は
、
詞
書
に
「
風
に

あ
た
ら
じ
と
て
下
ろ
し
こ
め
て
の
み
侍
り
し
間
に
…
」
と
あ
っ
て
、
文
脈
上
き
わ
め
て
明
瞭
で
あ
る
。「
垂
れ
こ
め
て
」
と
表
現
す
る
だ

け
で
、
人
々
に
は
た
だ
ち
に
状
況
が
推
測
で
き
た
に
違
い
な
い
。

　
（0
の
歌
は
、
瀧
か
ら
水
の
玉
が
絶
え
ず
飛
び
散
っ
て
い
る
光
景
に
つ
い
て
、「
多
数
の
玉
を
貫
く
緒
を
、
誰
か
が
抜
き
取
っ
た
ら
し
い
」
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と
擬
装
的
に
推
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
句
の
「
抜
き
乱
る
」
は
、
二
種
の
他
動
詞
か
ら
成
る
連
接
で
あ
り
、「
人
」
に
掛
か
る
連
体

修
飾
成
分
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
も
語
構
成
の
面
か
ら
細
か
く
分
析
す
れ
ば
、「
抜
き
」
と
「
乱
る
」
と
が
と
る
は
ず
の
目
的
語
は
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
る
。
こ

こ
は
、「（
緒
を
）
抜
き
（
玉
を
）
乱
る
」
と
い
う
意
味
関
係
に
あ
る
。
歌
の
「
白
玉
の
間
無
く
も
散
る
か
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、

「
抜
き
乱
る
」
が
伴
う
は
ず
の
二
種
の
目
的
語
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
場
で
理
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
9
の
「
垂
れ
こ

め
て
」
で
も
（0
の
「
抜
き
乱
る
」
で
も
、
目
的
語
を
あ
え
て
詠
み
込
ま
ず
に
、
文
脈
で
そ
れ
を
示
唆
し
推
測
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
こ
れ

ら
の
歌
の
技
法
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
動
詞
連
接
の
前
項
と
後
項
が
と
る
目
的
語
を
二
つ
と
も
文
脈
か
ら
推
測
さ
せ
る
、
と
い
う
表

現
の
あ
り
か
た
は
、『
萬
葉
集
』
の
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
連
接
し
た
動
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
歌
句
に
応
じ
て
い
る
と
見
な
し
う
る
例
は
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
9
と
（0
に
類
似
す
る
タ
イ
プ

の
も
の
し
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
動
詞
に
応
ず
べ
き
語
句
を
文
脈
か
ら
推
測
さ
せ
る
と
い
う
、
9
と
（0
の
類
例
も
ま
た
数
が
僅
少

で
あ
る
。
動
詞
連
接
が
一
句
に
収
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
が
、
前
後
に
あ
る
別
の
語
に
応
じ
る
と
い
っ
た
、
上
代
の
よ
う
な
構

文
の
実
例
は
ま
ず
な
い
。

　
上
代
か
ら
中
古
に
か
け
て
そ
の
よ
う
な
変
化
を
来
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
中
古
に
な
る
と
、
連
接
し
た
動
詞
の
結
び
つ
き
が
上
代

よ
り
も
や
や
強
く
な
り
、
意
味
的
な
分
属
関
係
を
構
成
し
に
く
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
逆
の
面
か
ら
言
え
ば
、
連
接
し

た
動
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
歌
句
に
分
属
し
な
い
場
合
に
の
み
、
動
詞
連
接
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
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右
に
引
き
続
き
、
上
代
語
の
動
詞
連
接
と
中
古
語
の
そ
れ
と
に
つ
い
て
、
両
者
の
共
通
点
・
相
違
点
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
き
に
、
数
種
の
連
用
形
が
連
接
し
た
上
代
語
の
例
と
し
て
、
歌
の
「
打
ち
嘆
き
萎し

な

え
う
ら
ぶ
れ
偲
ひ
つ
つ
…
」
や
散
文
の
「
待
ち
防

ぎ
掃は

ら

ひ
却や

り
言
ひ
排そ

け
坐ま

し
て
…
」
な
ど
の
表
現
を
引
用
し
た
。
そ
し
て
、
多
種
の
連
用
形
を
用
い
て
状
況
を
詳
細
に
描
写
し
た
こ
れ
ら

の
表
現
で
も
ま
た
、
か
つ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
連
接
し
た
動
詞
は
互
い
に
緩
い
意
味
関
係
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
。

　『
萬
葉
集
』
の
歌
に
は
、
一
句
の
な
か
で
四
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
も
、
数
は
多
く
な
い
が
実
際
に
例
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
な
か

か
ら
補
助
動
詞
を
含
ん
で
四
語
と
な
っ
た
も
の
を
除
外
す
る
と
、
次
の
四
例
が
残
る
。

（（
　
馬
並
め
て

　
打う

ち
む
れ
こ
え
き

集
越
来

　
今
見
つ
る

　
吉
野
の
川
を

　
い
つ
か
へ
り
見
む�

〔
九
・
一
七
二
〇
〕

（（
　
よ
し
ゑ
や
し

　
浦
は
無
く
と
も

　
よ
し
ゑ
や
し

　
磯
は
無
く
と
も

　
沖
つ
波

　
諍し

の
ぎ
こ
ぎ
り
こ

榜
入
来

　
海あ

人ま

の
釣
舟�

〔
十
三
・
三
二
二
五
〕

（（
　
英あ

遠を

の
浦
に

　
寄
す
る
白
波

　
い
や
増
し
に

　
多た

知ち

之し

伎き

与よ

世せ

久く

　
東あ

風ゆ

を
い
た
み
か
も�

〔
十
八
・
四
〇
九
三
〕

（（
　
大
君
の

　
任ま

け
の
ま
に
ま
に

　
島
守
に

　
我
が
立
ち
来
れ
ば

　
は
は
そ
葉
の

　
母
の
命み

こ
とは

　
み
裳も

の
裾

　
都つ

美み

安あ

気げ

可か

伎き

奈な

埿で

　

ち
ち
の
実
の

　
父
の
命
は
…�

〔
二
十
・
四
四
〇
八
〕

　
短
歌
に
見
え
る
も
の
と
長
歌
に
見
え
る
も
の
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
例
ず
つ
で
あ
る
。
特
定
の
歌
型
に
限
定
さ
れ
な
い
連
接
だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
多
く
の
句
か
ら
成
る
長
歌
の
方
が
、
物
理
的
に
数
種
の
動
詞
連
接
を
構
成
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
だ
ろ
う
。
現

に
、
さ
き
に
あ
げ
た
「
打
ち
嘆
き
…
」「
飛
び
翔
り
…
」
な
ど
の
歌
の
例
は
、
ど
ち
ら
も
長
歌
に
見
え
る
表
現
で
あ
る
。

　「
打
ち
群
れ
越
え
来
」「
諍し

の

ぎ
漕
ぎ
入り

来こ

」「
立
ち
頻し

き
寄
せ
来
」「
摘
み
上
げ
掻か

き
撫な

で
」
に
は
、
一
音
節
だ
け
の
「
来
」
が
句
末
に
位

置
す
る
も
の
が
三
例
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
こ
の
動
詞
の
連
用
形
・
命
令
形
・
終
止
形
の
三
種
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
二
音
節
か
ら
成
る
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連
体
形
・
已
然
形
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
字
余
り
の
現
象
と
深
い
か
か
わ
り
の
あ
る
、
母
音
だ
け
の
音
節
を
句
中
に
含
む
も
の
が

二
例
あ
る
。
七
音
句
と
い
う
枠
の
な
か
で
四
種
の
動
詞
を
連
接
さ
せ
る
に
は
、
用
い
る
動
詞
に
そ
れ
な
り
の
音
韻
的
な
条
件
が
必
要
だ
っ

た
ら
し
い
。

　
四
例
の
う
ち
、
（（
の
「
打
ち
群
れ
越
え
来
」
と
、
（（
の
「
立
ち
頻
き
寄
せ
来
」
と
、
（（
の
「
摘
み
上
げ
掻
き
撫
で
」
の
三
例
は
、
当
時

よ
く
使
わ
れ
て
い
た
動
詞
連
接
を
応
用
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
（（
の
連
接
は
、「
打
ち
群
れ
」
と
「
越
え
来
」
を
重
ね
た
も
の
で

あ
り
、
ほ
か
に
は
「
打
ち
群
る
」
が
一
例
、「
越
え
来
」
が
十
七
例
あ
る
。
（（
の
連
接
の
場
合
、
ほ
か
に
「
立
ち
頻
く
」
が
一
例）

7
（

、「
寄
せ

来
」
は
十
三
例
あ
る
。
（（
の
連
接
の
場
合
、
ほ
か
に
「
摘
み
上
ぐ
」
の
例
は
な
い
が
、「
掻
き
撫
づ
」
は
五
例
あ
る
。

　
残
る
（（
の
「
凌
ぎ
漕
ぎ
入
来
」
は
、「（
波
を
）
乗
り
越
え
漕
い
で
入
っ
て
来
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
句
で
は
、
本
文
の
「
諍
」
に

「
浄
」
の
異
文
が
あ
り
、
ま
た
「
諍
」
に
も
「
し
の
ぎ
」「
い
そ
ひ
」「
き
ほ
ひ
」
の
三
種
の
訓
が
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
の
は
、
最
も
多
く

の
注
釈
に
採
用
さ
れ
て
い
る
「
諍し

の
ぎ」

で
あ
る
。
そ
の
「
諍
ぎ
漕
ぎ
入り

来こ

」
は
、「
漕
ぎ
」
と
「
入
り
」
と
が
連
接
し
た
部
分
に
母
音
の
融

合
が
起
こ
っ
た
、
と
想
定
し
た
表
記
で
あ
る
。
そ
れ
を
想
定
し
な
い
「
諍
ぎ
漕
ぎ
入ｏ

りｏ

来
」
と
い
う
表
記
も
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
四
語
の
連
接
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、「
諍
ぎ
漕
ぐ
」「
漕
ぎ
入
る
」「
入
り
来
」
の
ど
の
連
接
も
ほ
か
に
例
が
な
く
、『
古
事

記
』『
日
本
書
紀
』
の
歌
に
も
例
が
見
え
な
い
。
既
存
の
表
現
を
応
用
す
る
こ
と
な
く
、
歌
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
四
語
を
臨
時
に
連
接
さ

せ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
に
は
、
一
句
の
な
か
で
四
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
例
は
一
つ
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
同
集
に
収
載
さ
れ
た
歌

の
数
か
ら
見
て
も
、
特
に
問
題
視
す
べ
き
こ
と
で
も
な
い
。
三
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
な
ら
ば
、「
散
り
交か

ひ
曇
れ
」〔
七
・
三
四

九
〕、「
振
り
放
け
見
れ
ば
」〔
九
・
四
〇
六
〕、「
生
ひ
出
で
来
る
」〔
十
一
・
四
七
八
〕、「
相あ

ひ
見
初そ

め
」〔
十
三
・
六
五
〇
〕、「
見
な
れ

初
め
」〔
十
五
・
七
四
九
〕
の
、
五
つ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「
振
り
放
け
見
れ
ば
」「
相
ひ
見
初
め
」
の
二
種
は



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
六
一

上
代
の
表
現
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。

　『
古
今
和
歌
集
』
の
五
つ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
対
し
、『
萬
葉
集
』
に
は
三
語
の
連
接
に
七
十
余
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
て
、
圧
倒
的

に
数
が
多
い
。『
萬
葉
集
』
の
歌
数
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
ほ
ぼ
四
倍
あ
る
か
ら
、
単
純
に
計
算
す
る
と
、『
萬
葉
集
』
に
二
十
ほ
ど
の
バ

ラ
エ
テ
ィ
ー
が
あ
れ
ば
、
比
率
と
し
て
は
同
等
に
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
三
倍
を
超
え
る
七
十
余
と
い
う
数
は
、
上
代
の
歌
で
は
動
詞
の

連
接
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。

　『
古
事
記
』
に
一
一
二
首
、『
日
本
書
紀
』
に
一
二
八
首
あ
る
歌
謡
を
見
る
と
、
三
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六

例
と
七
例
で
あ
る
。
計
十
三
例
の
う
ち
、
両
書
に
共
通
す
る
も
の
が
三
例
あ
る
。
六
例
と
七
例
の
ど
ち
ら
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
例
数
を

超
え
て
お
り
、
や
は
り
上
代
語
で
は
動
詞
連
接
が
活
発
だ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。

　
試
み
に
、『
萬
葉
集
』
に
出
て
い
る
七
十
余
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
の
う
ち
、
動
詞
連
接
が
「
来
」
で
始
ま
る
も
の
を
見
て
み
る
と
、「
来
立

ち
呼
ば
ふ
」「
来
立
ち
鳴
く
」「
来
立
ち
嘆
く
」「
来
鳴
き
翔か

け

ら
ふ
」「
来
鳴
き
初
む
」「
来
鳴
き
響と

よ

も
す
」「
来
鳴
き
響
む
」「
来
鳴
き
渡
る
」

「
来
経
行
く
」
の
、
計
九
種
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
来
鳴
き
…
」
が
五
例
、「
来
立
ち
…
」
が
三
例
あ
る
。
ま
た
、「
出
づ
」
で
始
ま
る
も

の
に
は
、「
出
で
立
ち
見
る
」「
出
で
立
ち
向
か
ふ
」「
出
で
立
ち
行
く
」「
出
で
立
ち
か
つ
」「
出
で
立
ち
聞
く
」「
出
で
立
ち
平な

ら
す
」
の

六
例
が
あ
り
、
す
べ
て
が
「
出
で
立
ち
…
」
の
型
に
属
す
る
。
同
じ
動
詞
で
始
ま
る
連
接
に
、
特
定
の
型
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
わ
け
で

あ
る
。
連
接
が
ど
こ
ま
で
も
自
由
か
つ
臨
機
応
変
に
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
連
接
の
あ
り
か
た
に
は
あ
る
程
度
の
固
定
化
が
進

ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
動
詞
連
接
の
な
か
に
は
、
（（
～
（（
の
動
詞
連
接
に
も
そ
の
傾
向
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
よ
う
に
、
動
作
を
行
っ

た
順
序
の
と
お
り
に
動
詞
を
重
ね
た
、
と
判
断
さ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
三
語
の
連
接
し
た
も
の
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば

「
斎い

は
ひ
べ瓮

を
忌い

は
ひ
ほ
り
す
ゑ

穿
居
（
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
）
…
」〔
三
・
三
七
九
〕
は
、「（
神
に
酒
を
供
え
る
）
神
聖
な
器
を
、
慎
ん
で
土
を
掘
っ
て
据
え
」
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の
意
で
あ
り
、
動
作
の
順
序
に
動
詞
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
に
事
の
実
現
を
祈
る
た
め
に
、
身
を
清
め
、
土
を
掘
り
、
そ
こ

に
「
斎
瓮
」
を
据
え
る
、
と
い
う
動
作
で
あ
る
。
一
連
の
動
作
の
順
に
三
種
の
動
詞
を
重
ね
た
も
の
だ
か
ら
、
ど
の
動
詞
も
意
味
的
に
独

立
性
が
強
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
索
引
に
は
三
語
を
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
立
項
し
て
あ
る
。
同
じ
動
詞
連
接
が
ほ
か
に
二
例

見
え
る
一
方
、
動
詞
が
一
つ
だ
け
の
「
幸さ

き

く
あ
れ
と
伊い

波は

比ひ

倍へ

須す

恵ゑ

都つ

（
斎
瓮
据
ゑ
つ
）」
と
い
う
例
も
あ
る
。

　
ま
た
、「
足あ

ゆ
ひ結

出い
で
ぬ
れ
ぬ

所
沾
（
足
結
ひ
出
で
濡
れ
ぬ
）
こ
の
川
の
瀬
に
」〔
七
・
一
一
一
〇
〕
の
「
足
結
ひ
」
は
、
動
き
や
す
い
よ
う
に
袴
の

膝
の
下
を
紐
で
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、「
足
結
ふ
」
の
連
用
形
で
あ
る
。
紐
を
結
ん
だ
う
え
で
出
掛
け
て
行
き
、
結
局
は
川
で
濡
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
、
三
種
の
行
為
を
順
に
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
。「
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
」
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
は

意
味
の
面
で
独
立
性
が
強
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　『
古
今
和
歌
集
』
の
場
合
は
、
一
句
の
な
か
で
三
種
の
動
詞
の
連
接
し
た
も
の
が
既
出
の
五
種
し
か
な
く
、
そ
の
な
か
で
動
作
・
行
為

の
順
に
動
詞
を
重
ね
た
と
言
え
る
も
の
は
、
上
代
か
ら
引
き
継
い
だ
「
振
り
放
け
見
れ
ば
」
ぐ
ら
い
だ
ろ
う
。「
桜
花
」
に
呼
び
か
け
た

「
散
り
交
ひ
曇
れ
」
の
場
合
は
、「
散
り
交
ひ
」
の
あ
と
に
曇
る
と
い
う
状
況
が
実
現
す
る
と
も
言
え
る
し
、
桜
の
花
が
散
り
乱
れ
る
と
同

時
に
そ
の
辺
り
が
曇
る
こ
と
に
な
る
と
も
言
え
る
。
だ
か
ら
、
動
詞
の
順
序
の
と
お
り
に
事
態
が
生
じ
る
、
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　
二
語
が
連
接
し
た
「
脱
ぎ
懸
く
」「
行
き
止
ま
る
」
な
ど
、
動
作
の
順
序
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
少
数
な

が
ら
あ
る
。
し
か
し
、「
思
ひ
乱
る
」「
恋
ひ
わ
ぶ
」「
立
ち
別
る
」「
吹
き
返
す
」「
降
り
そ
ぼ
つ
」
そ
の
他
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
動
詞
連

接
で
は
、
ど
ち
ら
の
動
作
が
先
だ
と
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
だ
が
、
上
代
の
歌
の
表
現
を
よ
く
見
る
と
、
互
い
に
反
義
語
の
関
係
に
あ
る
二
種

の
動
詞
が
同
じ
句
の
な
か
で
連
接
す
る
、
と
い
う
場
合
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
や
は
り
、
動
詞
間
の
意
味
関
係
が
全
体
的
に
緩
い
も
の

だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
し
た
連
接
が
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
る
。『
萬
葉
集
』
か
ら
例
を
あ
げ
る
。

（（
　
梅
の
花

　
佐さ

伎き

知ち

流る

曽そ

能の

尓に

　
吾
行
か
む

　
君
が
使
ひ
を

　
片
待
ち
が
て
ら�

〔
十
八
・
四
〇
四
一
〕

（（
　
天あ

ま

雲く
も

の
　
去ゆ

き

還か
へ
り

奈な

牟む

　
も
の
故
に

　
思
ひ
そ
我
が
す
る

　
別
れ
悲
し
み�

〔
十
九
・
四
二
四
二
〕

（7
　
葦あ

し
の
や屋

の
　
宇う

奈な

比ひ

処を
と
め女

の
　
奥
つ
城き

を
　
徃ゆ

き
く
と
み
れ
ば

来
跡
見
者

　
音ね

の
み
し
泣
か
ゆ�

〔
九
・
一
八
一
〇
〕

（（
　
た
ま
き
は
る

　
命
絶
え
ぬ
れ

　
立
ち
躍を

ど

り
　
足
す
り
叫
び

　
伏ふ

し
あ
ふ
ぎ仰

　
胸
打
ち
嘆
き
…�

　〔
五
・
九
〇
四
〕

（9
　
沖
つ
島

　
荒あ

り
そ磯

の
玉
藻

　
潮し

ほ

干ひ

満み
ち

　
い
隠
り
行
か
ば

　
思
ほ
え
む
か
も�

〔
六
・
九
一
八
〕

（0
　
万よ

ろ
づ
よ代

に
　
得と

之し

波は

岐き

布ふ

得と

母も

　
梅
の
花

　
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

　
咲
き
渡
る
べ
し�

〔
五
・
八
三
〇
〕

　「
咲
き
散
る
」「
行
き
帰
り
／
行
き
来く

」「
伏
し
仰
ぎ
」「
干ひ

満
ち
」「
来き

経ふ

」
の
ど
れ
も
、
反
義
語
ど
う
し
の
組
み
合
わ
せ
だ
と
判
断
し

て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う）

（
（

。『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
も
、「
参ま

ゐ
り入

罷ま
か
り
い
づ
る出

（
参
入
り
罷
り
出
づ
る
）
人
の
名
を
問
ひ
知
ら
し
…
」〔
御
門
祭
〕

と
い
う
例
が
あ
る
。
連
接
動
詞
の
後
項
の
活
用
形
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
連
体
形
・
連
用
形
・
終
止
形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

　
現
代
語
で
は
、
こ
の
よ
う
な
連
接
を
動
詞
と
し
て
活
用
さ
せ
る
こ
と
が
、
通
常
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
さ
ま
ざ
ま
な
花
が
、
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今
年
も
こ
の
庭
で
咲
き
散
っ
た
」「
頻
繁
に
故
郷
に
行
き
帰
る
の
は
、
ひ
ど
く
疲
れ
る
」
な
ど
は
、
現
代
語
の
文
と
し
て
不
自
然
な
も
の

で
あ
る
。
連
接
し
た
動
詞
は
、
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
も
程
度
は
異
な
る
が
、
意
味
的
に
よ
り
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
反
義
語
を
そ
の
ま
ま
連
接
さ
せ
る
と
、
両
語
の
間
に
意
味
上
の
矛
盾
・
齟
齬
が
生
じ
る
の
で
あ
る）

9
（

。
あ
え
て
反
義
語
ど
う
し
の

連
接
を
構
成
し
た
場
合
に
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
奇
妙
で
無
理
な
言
い
ま
わ
し
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
時
に
は
、
そ
こ
ま

で
は
い
か
な
く
て
も
、
文
学
的
な
表
現
や
詩
的
な
修
辞
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、「
咲
い
てｏ

散
る
」「
行
っ
てｏ

帰
る
／
行
っ
てｏ

来
る
」
の
よ
う
に
、
反
義
語
が
接
続
助
詞
を
挟
む
か
た
ち
に
す
れ
ば
、
現
代
語
で

も
活
用
さ
せ
て
使
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
て
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
に
く
る
動
詞
の
表
す
動
作
・
作
用
と
、
あ
と
に
く
る
動
詞
の

表
す
動
作
・
作
用
と
の
間
に
、
そ
れ
な
り
の
時
間
差
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、
二
種
の
動
詞
の
連
接
を
、「
花
が

咲
い
た
り
散
っ
た
り
す
る
庭
」「
お
互
い
の
家
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
」
の
よ
う
に
、「
…
…
た
り
…
…
た
り
…
」
と
い
う
表
現
に
仕
立

て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
二
種
の
動
作
・
作
用
の
間
に
時
間
差
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、「
行
き
帰
り
に
よ
く
立
ち
寄
っ
た
／
頻
繁
に
行
き
来
す
る
」「
潮
に
は
満
ち
干ひ

の
変
化
が
あ
る
」
の
よ
う
に
、
反
義
語
の
連
用

形
を
名
詞
化
し
、
両
語
を
対
比
し
て
使
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。「
売
り
買
い
」「
勝
ち
負
け
」「
出
入
り
」「
上の

ぼ

り
下く

だ

り
」「
乗
り
降
り
」

な
ど
、
名
詞
化
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
現
代
語
の
例
は
多
く
あ
る）

（（
（

。
連
用
形
が
ひ
と
た
び
名
詞
に
転
成
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
「
上う

え

下し
た

」

「
裏う

ら

表お
も
て」「

陰か
げ

日ひ
な
た向

」「
縦た

て

横よ
こ

」「
右み

ぎ

左ひ
だ
り」

な
ど
と
ほ
ぼ
同
種
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
上
代
語
で
（（
～
（0
に
見
る
よ
う
な
動
詞
連
接
が
可
能
だ
っ
た
の
は
、
右
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
動
詞
間
の
意
味
的
な
関
係
が
か
な
り
緩

い
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
（（
の
「
咲
き
散
る
」
と
同
じ
動
詞
の
間
に
助
詞
が
位
置
す
る
、「
開さ

き
か
ち
る
ら
む

香
将
散
」〔
二
・
二
三
一
〕
の
よ
う
な

例
が
あ
る
事
実
は
、
そ
の
こ
と
を
反
映
す
る
。

　
ま
た
、
動
詞
間
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
「
伏
し
、
仰
ぎ
…
」「
干ひ

、
満
ち
…
」「
来
、
経
行
く
」
と
で
も
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表
示
し
う
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
反
義
語
の
表
す
動
作
・
作
用
の
間
に
時
間
差
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（（
～
（0
の

ど
の
動
詞
連
接
で
も
、
前
項
が
表
す
動
作
・
作
用
が
実
現
し
た
の
ち
に
後
項
が
表
す
そ
れ
ら
が
実
現
す
る
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。
短
時
間
で
実
現
で
き
る
、
（（
の
「
伏
し
仰
ぎ
」
と
い
う
動
作
で
も
、
二
種
の
動
作
は
厳
密
に
は
同
時
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
必
然
的
に
時
間
差
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　「
妹
が
門か

ど

入い
り

出い
づ

見み

川が
は

乃の

常と
こ

滑な
め

に
…
」〔
九
・
一
六
九
五
〕
の
「
入い

り

出い
づ

見み

川が
は

」
で
は
、「
入
り
」
が
、「
泉い

づ
み」

の
「
い
づ
」
と
同
音
の
「
出

づ
」
を
導
入
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
用
法
が
可
能
だ
っ
た
の
も
、
反
義
語
を
重
ね
た
「
入
り
出
づ
」
が
違
和
感
を
与
え

る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
（（
～
（0
に
見
え
る
動
詞
連
接
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
し
て
、
反
義
語
で
は
な
く
対
照
語
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
二
種
の
動
詞
が
、
や
は
り

同
じ
句
の
な
か
で
連
接
し
た
例
が
あ
る
。

（（
　
昼
は
も

　
日
の
尽

こ
と
ご
と　

夜
は
も

　
夜
の
尽

　
臥ふ

し
ゐ
な
げ
け
ど

居
雖
嘆

　
飽
き
足
ら
ぬ
か
も�

〔
二
・
二
〇
四
〕

（（
　
か
く
し
つ
つ

　
遊あ

そ
び
の
み
こ
そ

飲
与

　
草
木
す
ら

　
春
は
生
ひ
つ
つ

　
秋
は
散
り
行
く�

〔
六
・
九
九
五
〕

（（
　
夜
の
ほ
ど
ろ

　
出
で
つ
つ
来
ら
く

　
度た

び

ま
ね
く

　
な
れ
ば
我
が
胸

　
截き

り
や
く
ご
と
し

焼
如�

〔
四
・
七
五
五
〕

　「
伏
し
居
」「
遊
び
飲
み
」「
切
り
焼
く
」
は
、
人
間
の
実
現
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
・
行
為
の
う
ち
、
特
に
二
種
を
選
ん
で
組
み
合

わ
せ
た
表
現
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、「
寝
る
に
つ
け
起
き
る
に
つ
け
嘆
く
け
れ
ど
」
の
意
を
表
す
（（
の
「
伏
し
居
嘆
け
ど
」
は
、「
伏
し
居
」
の
二
語
と
「
嘆
け
」

と
の
組
み
合
わ
せ
、
つ
ま
り
三
語
の
連
接
で
あ
る
。「
伏
し
居
嘆
く
」
は
ほ
か
に
も
う
一
例
あ
り
、
そ
れ
も
「
寝
る
に
つ
け
起
き
る
に
つ
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け
嘆
く
」
の
意
を
表
す
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。「
伏
し
」
と
「
居
」
の
二
語
は
正
反
対
の
動
作
を
表
す
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。

　
（（
の
「
遊
び
飲
み
こ
そ
」
も
、
三
語
が
連
接
し
た
も
の
で
あ
る
。「
…
こ
そ
」
は
「
…
こ
す
」
の
命
令
形
で
あ
り
、「
…
て
ほ
し
い
」
の

意
を
表
す
補
助
動
詞
的
な
語
で
あ
る
。「
遊
び
飲
み
」
と
い
う
連
接
で
は
、「
飲
み
」
が
「
遊
び
」
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
べ
き
か
も
知
れ

な
い
。

　
（（
の
「
截
焼
」
に
は
、「
切
り
焼
く
」
の
ほ
か
に
「
截た

ち
焼
く
」
の
別
訓
も
あ
る
。
し
か
し
、「
切
り
」「
截
ち
」
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て

も
、「
截
」
は
物
を
切
り
、
ま
た
物
を
裂
く
意
を
表
す
。
こ
の
「
切
り
焼
く
」
は
、
身
体
を
傷
つ
け
る
行
為
を
精
神
的
な
状
況
に
転
じ
て

用
い
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
身
体
に
関
し
て
用
い
た
実
例
が
あ
る
よ
う
に
、「
砕
く
」「
裂
く
」「
割
る
」
そ
の
他
の
動
詞
を
用
い
る
こ

と
も
可
能
だ
っ
た
ろ
う
。

　
（（
～
（（
の
動
詞
連
接
も
ま
た
、
現
代
語
の
複
合
動
詞
に
は
な
い
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
ど
れ
も
、
反
義
語
ど
う
し
が
連
接
し
た
場
合
と

同
様
に
、「
…
…
た
り
…
…
た
り
…
」
と
口
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、

（（
　
伊い

知ち

遅ぢ

島し
ま

　
美み

島し
ま

に
着
き

　
鳰に

ほ

鳥ど
り

の
　
迦か

豆づ

伎き

伊い

岐き

豆づ

岐き

　
し
な
だ
ゆ
ふ

　
楽さ

さ

浪な
み

路ぢ

を
　
す
く
す
く
と

　
吾
が
行い

ま
せ
ば
や
…

�

〔
記
四
二
〕

（（
　
稲い

な

蓆む
し
ろ　

川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ　

水
行
け
ば

　
儺な

弭び

企き

於お

己き

陀た

智ち

　
そ
の
根
は
失う

せ
ず�

〔
紀
八
三
〕

な
ど
の
、
反
義
語
を
連
接
さ
せ
た
例
が
見
え
る
。
（（
の
「
鳰に

ほ

鳥ど
り

の
潜か

づ

き
息
づ
き
…
」
は
、「
鳰
鳥
が
（
水
に
）
潜
っ
た
り
、（
水
面
に
出

て
）
息
を
し
た
り
す
る
、
そ
の
よ
う
に
息
を
し
て
…
」
の
意
で
あ
る
。
水
鳥
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
正
反
対
の
所
作
を
組
み
合
わ
せ
、
作
者
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自
身
の
行
為
の
比
喩
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

　
（（
の
「
水
行
け
ば
靡な

び

き
起
き
立
ち
…
」
は
、「
水
が
（
流
れ
て
）
行
け
ば
、（
そ
れ
に
従
っ
て
）
靡
い
た
り
起
き
上
が
っ
た
り
し
（
て
は

い
る
が
）
…
」
の
意
で
あ
る
。
三
種
の
動
詞
の
連
接
は
、
反
義
語
の
「
靡
き
」
と
「
起
き
立
ち
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
し
た
も
の
だ

ろ
う
。

　
中
古
の
歌
に
も
、
同
じ
よ
う
な
動
詞
連
接
の
表
現
が
見
え
る
。『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
反
義
語
ど
う
し
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
五

種
あ
る
。

（（
　
梶
に
あ
た
る

　
波
の
し
づ
く
を

　
春
な
れ
ば

　
い
か
が
咲
き
散
る

　
花
と
見
ざ
ら
む�

〔
十
・
四
五
七
〕

（7
　
行
き
帰
り

　
そ
ら
に
の
み
し
て

　
ふ
る
こ
と
は

　
我
が
居
る
山
の

　
風
早
み
な
り�

〔
十
五
・
七
八
五
〕

　「
咲
き
散
る
」「
行
き
帰
り
」
の
二
種
は
、
既
に
『
萬
葉
集
』
に
あ
っ
た
。
同
集
に
な
い
の
は
、

（（
　
潜か

づ

け
ど
も

　
波
の
中
に
は

　
探
ら
れ
で

　
風
吹
く
ご
と
に

　
浮
き
沈
む
玉�

〔
十
・
四
二
七
〕

（9
　
手
も
触
れ
で

　
月
日
経
に
け
る

　
白
真
弓

　
起
き
臥
し
夜
は

　
い
こ
そ
寝
ら
れ
ね�

〔
十
二
・
六
〇
五
〕

（0
　
裁た

ち
縫
は
ぬ

　
衣き

ぬ

着
ぬ
人
も

　
無
き
も
の
を

　
な
に
山
姫
の

　
布
さ
ら
す
ら
む�

〔
十
七
・
九
二
六
〕

に
見
え
る
「
浮
き
沈
む
」「
起
き
臥
し
」「
裁
ち
縫
は
ぬ
」
の
三
例
で
あ
る
。
（（
の
「
浮
き
沈
む
」
と
（9
の
「
起
き
臥
し
」
は
反
義
語
の
組

み
合
わ
せ
だ
と
見
て
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
（0
の
「
裁
つ
」
と
「
縫
ふ
」
と
は
衣
服
を
作
る
際
に
行
う
反
対
の
行
為
だ
か
ら
、
反
義
語



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
六
八

の
組
み
合
わ
せ
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。「
裁
ち
縫
は
ぬ
衣
」
は
「
裁
ち
も
せ
ず
縫
い
も
せ
ぬ
衣
」
の
意
で
、「
ぬ
」
は
意
味
的
に
二
種
の

動
詞
を
承
け
る
。

　『
萬
葉
集
』
に
な
い
例
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
中
古
の
歌
で
も
こ
う
し
た
動
詞
連
接
を
構
成
し
え
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
の
結
び
つ
き
が
、
全
体
的
に
上
代
語
よ
り
強
く
な
っ
て
は
い
て
も
、
こ
の
種
の
動
詞
連
接
を
排
除
し
回
避

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
は
、
ま
だ
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

六

　
上
代
語
の
動
詞
連
接
の
あ
り
か
た
を
確
認
す
る
と
、
特
定
の
歌
の
表
現
を
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
か
た
ち
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
出
て
く
る
。

（（
　
多た

知ち

之し

奈な

布ふ

　
君
が
姿
を

　
忘
れ
ず
は

　
世
の
限
り
に
や

　
恋
ひ
わ
た
り
な
む�

〔
二
十
・
四
四
四
一
〕

　
こ
の
歌
は
、
題
詞
に
「
上か

み
つ
ふ
さ
の
く
に

総
国
の
朝
集
使
大
掾
大お

ほ

原は
ら
の
ま真

人ひ
と

今い
ま

城き

、
京
に
向
か
ふ
時
に
、
郡
司
が
妻
女
等
が

餞
う
ま
の
は
な
む
けす

る
歌
二
首
」
と

あ
る
う
ち
の
第
二
首
で
あ
る
。
第
二
句
の
「
君
」
と
は
、
題
詞
に
見
え
る
大
原
真
人
今
城
を
さ
す
。

　
上
代
語
の
研
究
者
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
（（
の
歌
は
、
上
代
語
の
「
…
ず
は
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
と
い
う
議
論

の
な
か
で
、
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
の
は
「
…
ず
は
」
の
こ
と
で
は

な
く
、
第
一
句
の
「
立
ち
し
な
ふ
」
と
い
う
動
詞
連
接
の
こ
と
で
あ
る
。



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
六
九

　
前
項
の
「
立
つ
」
は
、
現
代
語
で
も
使
用
頻
度
の
高
い
動
詞
で
あ
る
。
一
方
、
後
項
の
「
し
な
ふ
」
と
い
う
動
詞
は
、
現
代
語
に
は
継

承
さ
れ
て
い
な
い
。『
萬
葉
集
』
か
ら
、「
し
な
ふ
」
と
そ
の
連
用
形
名
詞
で
あ
る
「
し
な
ひ
」
に
つ
い
て
、
実
際
の
用
例
を
あ
げ
て
み
る）

（1
（

。

（（
　
真
木
の
葉
の

　
之し

奈な

布ふ

勢せ

能の

山や
ま

　
賞し

の

は
ず
て

　
我
が
越
え
行
け
ば

　
木
の
葉
知
り
け
む�

〔
三
・
二
九
一
〕

（（
　
ゆ
く
り
な
く

　
今
も
見
が
欲
し

　
秋
萩
の

　
四し

な
ひ
に
あ
る
ら
む

搓
二
将
有

　
妹
が
姿
を�

〔
十
・
二
二
八
四
〕

（（
　
我
妹
子
を

　
聞
き
都つ

賀が

野の

辺べ

の
　
靡し

な
ひ合

歡ね

木ぶ

　
我
は
忍
び
え
ず

　
間
無
く
し
思
へ
ば�

〔
十
一
・
二
七
五
二
〕

（（
　
春
山
の

　
四し

名な

比ひ

盛さ
か

而え
て

　
秋
山
の

　
色
な
つ
か
し
き

　
も
も
し
き
の

　
大
宮
人
は
…�

〔
十
三
・
三
二
三
四
〕

（（
　
人
皆
の

　
か
く
迷
へ
れ
ば

　
容う

ち
し
な
ひ艶

　
寄
り
て
そ
妹
は

　
た
は
れ
て
あ
り
け
る�

〔
九
・
一
七
三
八
〕

　
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、「
真
木
の
葉
」「
秋
萩
」「
合ね

歓ぶ

」
な
ど
の
植
物
の
様
子
や
、
木
々
の
茂
り
栄
え
る
「
春
山
」
の
景
観
な
ど
を
、

讃
美
の
思
い
を
籠
め
て
形
容
す
る
の
に
「
し
な
ふ
／
し
な
ひ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
問
題
の
（（
で
は
、「
君
が
姿
」
を
描
写
す
る
の
に
「
し
な
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
草
木
が
し
な
や
か
に
た

わ
む
様
子
や
、
山
の
木
々
が
繁
茂
す
る
様
子
な
ど
の
形
容
に
用
い
る
の
が
本
来
で
あ
り
、
の
ち
に
、
人
間
の
姿
態
の
た
お
や
か
さ
や
、
動

き
の
し
な
や
か
さ
な
ど
を
形
容
す
る
の
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
中
間
点
に
あ
る
と
見
え
る
の
が
、

「
秋
萩
の
し
な
ひ
」
を
「
妹
が
姿
」
の
比
喩
と
し
た
（（
の
表
現
で
あ
る
。
古
語
辞
典
の
類
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
し
な
ふ
」
に
「
撓
」

「
萎
」
な
ど
の
字
が
あ
て
て
あ
る
。

　
（（
の
例
と
同
じ
「
立
ち
し
な
ふ
」
と
い
う
動
詞
連
接
を
、「
菅す

が

」
の
様
子
を
形
容
す
る
の
に
用
い
た
例
が
一
つ
だ
け
あ
る
。



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
七
〇

（7
　
浅あ

さ

葉は

野の

に
　
立た

ち
か
む
さ
ぶ
る

神
古

　
菅
の
根
の

　
ね
も
こ
ろ
誰た

が
故

　
我
が
恋
ひ
な
く
に

　
或
本
の
歌
に
曰
く
「
誰た

が

葉は

野の

に
　
立た

ち

志し

奈な

比ひ

垂た
る

」

�

〔
十
二
・
二
八
六
三
〕

　
第
二
句
の
「
立
ち
神
さ
ぶ
る
」
は
、「
古
び
た
感
じ
で
立
つ
」
の
意
で
あ
る
。
歌
末
に
は
、
そ
の
第
二
句
の
別
伝
と
し
て
、
（（
の
第
一

句
と
同
じ
語
構
成
の
「
立
ち
し
な
ひ
」
が
添
え
て
あ
る
。

　
本
伝
の
「
立
神
古
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
古
」
は
、
語
尾
の
「
…
ぶ
る
」
に
あ
て
た
借
訓
字
だ
が
、
語
義
と
の
対
応
を
意
識
し
た
う

え
で
の
用
字
で
あ
る
。
ま
た
、
別
伝
の
末
尾
の
「
…
た
る
」
は
助
動
詞
だ
が
、
こ
ち
ら
の
借
訓
字
の
「
垂
」
も
、「
菅
」
の
豊
か
な
枝
葉

や
穂
が
た
わ
み
、
下
に
垂
れ
た
光
景
を
意
識
し
た
う
え
で
の
用
字
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
数
例
が
、
上
代
の
文
献
に
見
え
る
、「
し
な
ふ
／
し
な
ひ
」
の
全
例
で
あ
る
。
（（
の
「
立
ち
し
な
ふ
君
が
姿
」
を
、「
し
な
や
か

に
美
し
い
あ
な
た
の
姿
」「
た
お
や
か
な
あ
な
た
の
お
姿
」
な
ど
と
口
訳
す
る
注
釈
が
多
く
、
動
詞
連
接
の
前
項
で
あ
る
「
立
ち
」
は
結

果
的
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。「
立
ち
」
は
接
頭
辞
と
し
て
軽
く
添
え
た
も
の
だ
と
解
説
す
る
注
釈
も
あ
る
よ
う
に
、
（（
で
は
本
来
の
語
義

が
保
持
さ
れ
て
い
な
い
と
見
た
わ
け
で
あ
る
。

　
な
か
に
は
、「
し
な
や
か
に
立
つ
あ
な
た
の
姿
」
と
い
う
口
訳
を
付
し
て
い
る
注
釈
も
、
僅
少
な
が
ら
実
際
に
あ
る
。「
立
ち
」
の
語
義

を
そ
の
ま
ま
活
か
す
か
た
ち
の
口
訳
で
あ
る
。「
立
ち
し
な
ふ
」
を
、「
し
な
や
か
に
立
つ
」
の
意
だ
と
解
説
し
て
い
る
辞
書
が
少
な
か
ら

ず
あ
り
、
注
釈
で
は
そ
の
解
説
を
踏
襲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
の
「
し
な
や
か
に
」
と
「
立
つ
」
と
の
関
係
は
、
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
。
人
間
の
所
作
に
つ
い
て
「
立
つ
」
と
表

現
す
る
の
は
ご
く
普
通
で
あ
り
、
背
筋
を
伸
ば
し
て
す
く
っ
と
立
つ
姿
は
、
見
る
が
わ
に
よ
い
印
象
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

様
子
を
現
代
語
で
「
し
な
や
か
に
」
と
形
容
し
て
は
、
ど
こ
か
矛
盾
・
齟
齬
を
生
じ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
そ
の
点
で
、「
立
ち
し
な



上
代
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語
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佐
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七
一

ふ
君
が
姿
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
姿
」
な
の
か
が
、
具
体
的
に
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
し
な
や
か
に
立
つ
」
と
い
う
辞
書
の
解
説

を
採
用
す
る
注
釈
が
僅
少
な
の
は
、
そ
の
現
代
語
の
表
現
に
不
自
然
さ
を
感
じ
た
結
果
だ
ろ
う
。
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
に
違
和
感
を
い
だ

け
ば
、
結
果
と
し
て
「
立
ち
」
の
語
義
を
無
視
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
（7
の
別
伝
で
あ
る
「
立
ち
し
な
ひ
た
る
菅
」
の
場
合
、
ま
っ
す
ぐ
に
立
つ
草
木
も
風
に
よ
っ
て
は
靡
い
た
り
曲
が
っ
た
り
す
る
か
ら
、

「
し
な
や
か
に
立
つ
」
は
表
現
と
し
て
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
が
体
を
し
な
や
か
に
曲
げ
動
か
し
て
立
つ
と
い

う
状
況
を
想
定
す
る
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
り
難
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
人
間
に
つ
い
て
「
立
ち
…
」
と
い
う
動
詞
連
接
を
用
い
た
例
は
、『
萬
葉
集
』
で
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
き
わ
め
て
多
い
。「
立
ち
隠
る
」

「
立
ち
聞
く
」「
立
ち
来
」「
立
ち
候さ

も
らふ

」「
立
ち
留と

ま
る
」「
立
ち
嘆
く
」「
立
ち
平な

ら
す
」「
立
ち
濡ぬ

る
」「
立
ち
走
る
」「
立
ち
待
つ
」「
立

ち
見
る
」「
立
ち
向
か
ふ
」「
立
ち
廻も

と
ほる

」「
立
ち
行
く
」「
立
ち
別
る
」「
立
ち
踊
る
」
な
ど
だ
が
、
ど
の
組
み
合
わ
せ
に
も
意
味
的
な
矛

盾
・
齟
齬
は
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
連
接
で
は
、「
立
ち
」
の
語
義
が
濃
厚
な
ま
ま
保
持
さ
れ
て
い
る
。
（（
の
「
立

ち
し
な
ふ
」
に
対
す
る
従
来
の
理
解
に
は
、
こ
の
動
詞
連
接
の
表
す
所
作
が
具
体
的
に
把
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
と
、「
立
ち
」
の
語
義

が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
こ
と
の
、
二
つ
の
難
点
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る）

（1
（

。

　
そ
れ
で
は
、
一
字
一
音
で
表
記
さ
れ
、
別
訓
の
可
能
性
が
想
定
で
き
な
い
（（
の
「
立
ち
し
な
ふ
」
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
か
。
こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
は
、
（（
～
（0
の
反
義
語
の
連
接
で
あ
る
。「
立
ち
し
な
ふ
」
も
ま
た
「
…
…
た
り
…
…
た
り
…
」
と
口
訳

で
き
る
、
意
味
的
な
結
び
つ
き
の
緩
い
反
義
語
の
連
接
だ
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
こ
に
矛
盾
・
齟
齬
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
と
さ
ら

に
説
明
を
加
え
れ
ば
、「
す
く
っ
と
立
っ
た
り
、
し
な
や
か
に
動
い
た
り
す
る
、
あ
な
た
の
お
姿
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
引
用

し
た
（（
の
「
靡
き
起
き
立
ち
」
と
比
較
し
て
、
人
間
と
植
物
と
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
状
況
は
よ
く
似
て
い
る
。

　
（7
の
本
伝
の
「
立
ち
神
さ
ぶ
る
菅
」
で
も
、「
立
ち
」
と
「
神
さ
ぶ
る
」
と
は
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
緩
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
七
二

同
じ
二
種
の
動
詞
が
逆
の
順
序
で
連
接
し
た
、

（（
　
茂
岡
に

　
神か

む

佐さ

備び

立た
ち

而て

　
栄
え
た
る

　
千
代
松
の
木
の

　
年
の
知
ら
な
く�

〔
六
・
九
九
〇
〕

と
い
う
歌
の
第
二
句
が
あ
る
。
こ
れ
の
「
茂
岡
に
神
さ
び
立
ち
て
栄
え
た
る
千
代
松
の
木
」
と
（7
の
「
浅
葉
野
に
立
ち
神
さ
ぶ
る
菅
」
と

は
、
類
似
す
る
状
況
を
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
。
松
と
菅
と
が
神
々
し
さ
を
具
え
て
立
つ
光
景
が
、
一
方
で
は
「
立
ち
神
さ
ぶ
る
」
と
描

写
さ
れ
、
他
方
で
は
逆
に
「
神
さ
び
立
つ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
に
固
定
し
た
順
序
が
な
か
っ
た
か

ら
だ
ろ
う
。「
立
ち
神
さ
ぶ
る
」
と
「
神
さ
び
立
つ
」
と
で
は
描
写
す
る
光
景
に
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
、
と
二
首
の
歌
か
ら
読
み
取
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
二
首
の
歌
の
作
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、
二
つ
の
動
詞
を
そ
の
場
で
臨
時
に
組
み
合
わ
せ
て
光
景
を
描
写
し
た
、
と
想
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

七

　
か
つ
て
指
摘
さ
れ
た
上
代
語
の
諸
特
徴
の
う
ち
で
顕
著
な
も
の
の
一
つ
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
な
こ
と
、
つ
ま
り
、
文
を
構
成
す
る

語
と
語
と
の
意
味
的
な
関
係
が
後
世
語
の
そ
れ
よ
り
も
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
推
定
す
る
主
な
根
拠
は
、

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
上
代
語
で
は
二
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
同
じ
二
種
の
動
詞
の
間
に
係
助
詞
そ
の
他

の
語
が
位
置
し
た
実
例
が
あ
る
、
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
動
詞
間
の
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
現
代
語
の
複
合
動
詞

は
、
原
則
と
し
て
そ
れ
を
許
容
し
な
い
の
で
あ
る
。
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連
接
し
た
動
詞
の
意
味
関
係
が
緩
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
指
摘
は
、
現
在
の
研
究
者
か
ら
見
れ
ば
、
半
世
紀
も
前
に
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
も
は
や
資
料
を
再
検
討
し
て
当
否
を
検
証
す
る
に
は
及
ば
な
い
も
の
だ
、
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
指
摘
が
妥
当
な
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
じ
推
定
を
導
か
ざ
る
を
え
な
い
別
の
現
象
に
つ
い
て
、
細
か
く
分
析
し
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
考
え
た

こ
と
が
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。

　
具
体
的
な
検
証
を
行
っ
た
対
象
は
、
一
般
に
複
合
動
詞
と
し
て
扱
わ
れ
、
辞
書
や
索
引
に
も
一
ま
と
ま
り
の
語
句
と
し
て
立
項
さ
れ
て

い
る
動
詞
連
接
で
あ
る
。
動
詞
連
接
を
構
成
す
る
二
種
あ
る
い
は
三
種
の
動
詞
が
、
前
後
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
別
の
語
に
意
味
の
面
で
応
じ

る
、
と
い
う
分
属
の
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
分
属
に
関
連
し
て
、
動
詞
連
接
を
構
成
す
る
複
数
の
動
詞
が
互
い
に
ど
の
よ
う

な
意
味
関
係
に
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
必
然
的
に
問
題
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
こ
の
二
点
に
つ
い
て
、
中
古
語
の
様
態
と
比
較
し

な
が
ら
検
討
し
た
。
本
稿
の
論
述
の
過
程
で
も
推
定
し
た
よ
う
に
、
連
接
し
た
動
詞
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
語
に
応
じ
え
た
こ
と
も
、
反
義
語

ど
う
し
が
動
詞
連
接
を
構
成
し
え
た
こ
と
も
、
二
種
の
動
詞
の
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
緩
か
っ
た
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
だ
ろ
う）

（1
（

。

　
現
代
語
の
複
合
動
詞
で
は
、
二
種
の
動
詞
の
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
逆
の
面
か

ら
言
え
ば
、
意
味
的
な
結
び
つ
き
が
緩
い
上
代
語
の
動
詞
連
接
は
、
言
語
と
し
て
よ
り
古
い
段
階
を
反
映
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
言
語
の
進
化
・
発
達
と
い
う
こ
と
は
安
易
に
唱
え
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
連
接
し
た
動
詞
の
結
合
度
が
強
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
二
つ
の
動
詞
の
意
味
的
な
一
体
化
が
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
、
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
言
語
の
よ
り
古
い
段
階
と
言
え
ば
、
連
接
し
た
動
詞
ど
う
し
の
意
味
関
係
に
近
い
も
の
と
し
て
、
連
用
修
飾
成
分
と
被
修
飾
成
分
と
の

不
整
合
の
問
題
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
「
地
さ
へ
裂
け
て
─
照
る
日
」「
袖
さ
へ
濡
れ
て
─
刈
れ
る
玉
藻

そ
」
の
よ
う
な
表
現
に
見
ら
れ
る
、
自
動
詞
と
他
動
詞
の
不
整
合
の
こ
と
で
あ
る
。
上
代
語
で
は
、
連
用
修
飾
成
分
の
な
か
に
用
い
る
動

詞
を
、
被
修
飾
成
分
の
な
か
に
用
い
る
動
詞
に
合
わ
せ
て
調
整
す
る
必
要
が
必
ず
し
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
語
で
な
ら
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ば
、「
地
面
ま
で
裂ｏ

いｏ

て
…
」「
袖
ま
で
濡ｏ

らｏ

しｏ

て
…
」
な
ど
と
、
他
動
詞
を
用
い
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
一
の
動
詞
が
構
成
す
る
［
Ｘ
す
れ
ど
も
Ｘ
せ
ず
］
と
い
う
言
い
ま
わ
し
や
、
同
源
に
由
来
す
る
別
の
動
詞
が
構
成
す
る

［
Y（
せ
ば
Y（
せ
む
か
］
と
い
う
言
い
ま
わ
し
も
、
言
語
の
古
い
段
階
を
反
映
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
見

れ
ど
見
か
ね
て
…
」「
宿
借
ら
ば
…
…
宿
貸
さ
む
か
も
」
の
よ
う
な
表
現
に
見
ら
れ
る
、
一
見
し
て
意
味
的
に
矛
盾
す
る
か
と
思
わ
れ
る

言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。「
見
れ
ど
見
か
ね
て
…
」
の
よ
う
な
表
現
で
は
、
二
つ
の
「
見
る
」
が
表
す
動
作
の
段
階
、
つ
ま
り
一
種
の
ア
ス

ペ
ク
ト
に
相
違
が
あ
り
、
一
方
は
「
見
（
よ
う
と
す
）
る
」「
借
り
よ
う
と
す
る
」
の
意
を
表
し
、
他
方
は
「（
実
際
に
対
象
を
）
見
る
」

「（
実
際
に
宿
を
）
貸
す
」
の
意
を
表
す
か
ら
、
結
果
的
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
動
詞
が
、
意
図
を
表
す
用
法
と
動
作
を

実
現
す
る
用
法
と
の
双
方
を
も
っ
て
い
た
、
そ
の
古
い
段
階
で
の
用
法
を
継
承
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
現
代
語
の
動
詞
に
は
意
図
を
表
す
用

法
が
な
い
か
ら
、
一
般
に
許
容
さ
れ
な
い
用
法
で
あ
る
。

　
連
用
修
飾
成
分
と
被
修
飾
成
分
と
の
意
味
的
な
関
係
や
、［
Ｘ
す
れ
ど
も
Ｘ
せ
ず
］［
Y（
せ
ば
Y（
せ
む
か
］
と
い
う
言
い
ま
わ
し
な
ど

に
つ
い
て
は
、
や
や
詳
し
く
私
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る）

（1
（

。

　
本
稿
で
扱
っ
た
、
動
詞
に
か
か
わ
る
種
々
の
表
現
は
、
ほ
と
ん
ど
が
歌
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
歌
の
資
料
は
散
文
の
資
料
に
比
べ
て

は
る
か
に
多
い
と
い
う
資
料
面
で
の
落
差
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
続
日
本
紀
』
の
宣
命
や
『
延
喜

式
』
の
祝
詞
な
ど
、
現
存
す
る
散
文
の
資
料
を
見
る
限
り
、
動
詞
連
接
の
あ
り
か
た
は
歌
で
の
そ
れ
よ
り
も
か
な
り
単
純
で
あ
る
。
動
詞

連
接
を
構
成
す
る
前
項
と
後
項
と
が
、
そ
れ
ら
の
前
後
に
あ
る
別
の
語
に
応
じ
る
と
い
う
分
属
の
現
象
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
単
に
い
く
つ

か
の
動
詞
が
重
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
取
り
上
げ
る
機
会
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
今
の
段
階
で
言
え
る
の
は
、
上
代
語
と
い
う
言

語
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
種
々
の
表
現
を
許
容
す
る
よ
う
な
、
文
を
構
成
す
る
各
語
が
か
な
り
緩
い
意
味
関
係
に
あ
る
言
語
だ
っ
た
、
と
い
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五

う
こ
と
で
あ
る
。

注（
（
）　
複
合
動
詞
に
か
か
わ
る
諸
現
象
・
諸
問
題
を
扱
っ
た
も
の
に
、
関
一
雄
『
国
語
複
合
動
詞
の
研
究
』〔
一
九
七
七
年
、
笠
間
書
院
〕
が
あ
る
。
同

書
で
は
、
従
来
の
諸
説
を
幅
広
く
取
り
あ
げ
、
検
討
・
批
評
を
加
え
て
い
る
。

（
（
）　
小
著
『
上
代
日
本
語
構
文
史
論
考
』〔
二
〇
一
六
年
、
お
う
ふ
う
〕
の
第
Ⅰ
部
第
三
章
。

（
（
）　
中
古
の
文
献
に
は
、
棹
を
差
し
て
流
れ
を
渡
る
と
い
う
同
じ
状
況
を
、「
棹
」
を
用
い
ず
に
単
に
「
差
し
渡
る
」
と
表
現
し
た
例
が
見
え
る
。「
差

し
渡
る
」
と
言
え
ば
、「
差
し
」
の
目
的
語
は
「
棹
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
理
由
で
、「
棹
」
を
省
略
し
た
こ
と
が
も
と
な
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、「
差
し
」
は
「
熊く

ま

来き

を
左さ

之し

氐て

漕
ぐ
舟
の
…
」〔
十
七
・
四
〇
二
七
〕
に
見
え
る
「
差
し
」
の
よ
う
に
、「
ま
っ
す
ぐ
に
進
み
」「（
目
的

地
を
）
め
ざ
し
」
と
い
う
意
味
の
も
の
だ
と
理
解
し
た
も
の
か
。

　
　
　「
海
峡
を
漕
ぎ
渡
る
の
に
、
ほ
ぼ
一
時
間
か
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
文
は
、
現
代
語
で
十
分
に
可
能
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
の
場
合
、

厳
密
に
は
「
海
峡
を
─
渡
る
」「（
舟
を
）
─
漕
ぎ
」
と
い
う
分
属
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、「
漕
ぐ
」
と
言
っ
た
場
合
に
、
そ
の
目
的
語
が
「
舟
」

で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
自
明
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
に
も
、「
舟
」
を
詠
み
込
ん
で
い
な
い
「
粟あ

は

島し
ま

に
許こ

枳ぎ

将わ
た
ら
む渡

と
…
」〔
七
・
一
二
〇
七
〕
の

よ
う
な
例
が
あ
る
。
目
的
語
が
何
で
あ
る
か
が
文
脈
か
ら
自
然
に
わ
か
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
歌
句
の
な
か
に
詠
み
込
ま
な
い
こ
と
も
古
く
か
ら
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（
）　
こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
の
は
、『
令
集
解
』
と
『
先
代
旧
事
本
紀
』
で
あ
る
。
二
書
に
見
え
る
記
述
は
、
内
容
面
で
も
表
記
面
で
も

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
饒に

ぎ

速は
や

日ひ
の

尊み
こ
とが

天
界
か
ら
地
上
に
天
降
ろ
う
と
し
た
時
に
、
天
神
が
こ
の
神
に
「
鏡
」「
剣
」「
玉
」「
比ひ

礼れ

」

な
ど
の
「
天あ

ま
つ

璽
し
る
し
の

瑞み
づ
の

宝た
か
ら

十と

種く
さ

」
を
授
け
、
次
の
よ
う
に
教
え
た
と
い
う
。

　
　
　
　�

も
し
痛
む
処
あ
ら
ば
、
茲こ

の
十
宝
を
し
て
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
と
謂い

ひ
て
ふ
る
へ
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ふ
る
へ
。
か
く
為せ

ば
、
死
人
も
反よ

み
が
へ生

り

な
む
。

　
　
　
同
様
に
、「
比
礼
」
つ
ま
り
「
領
巾
」
を
振
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
呪
力
を
発
揮
さ
せ
、
降
り
か
か
っ
た
苦
難
を
逃
れ
る
と
い
う
場
面
は
、『
古
事

記
』
の
大お

ほ

な

む

ぢ

穴
牟
遅
神
を
め
ぐ
る
神
話
に
も
出
て
く
る
。
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（
（
）　
7
の
「
鹿
猪
踏
み
起
こ
し
」「
鶉
雉
踏
み
立
て
」
に
含
ま
れ
る
、「
踏
み
起
こ
し
」「
踏
み
立
て
」
も
ま
た
、
厳
密
に
言
え
ば
、
意
味
的
に
分
属
す

る
動
詞
連
接
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
動
詞
連
接
は
「
踏
み
こ
ん
で
行
っ
て
追
い
立
て
る
こ
と
」
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
踏
み
」
の
目
的
語

は
山
野
の
地
面
・
土
地
で
あ
り
、「
起
こ
し
」「
立
て
」
の
そ
れ
は
「
鹿
猪
」「
鶉
雉
」
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
に
、「
踏
み
起
こ
し
」
は
三
例
あ
り
、

狩
に
際
し
て
鹿
あ
る
い
は
猪
を
追
い
立
て
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
踏
み
立
て
」
は
四
例
あ
り
、
鳥
類
を
追
い
立
て
る
の
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
7
の
表
現
で
は
、
狩
の
様
子
を
描
写
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
明
で
あ
る
「
踏
み
」「
立
て
」
の
目
的
語
を
わ
ざ
わ
ざ
提
示
す
る
に
は
及
ば

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
一
方
、
同
じ
7
に
は
「
大ま

す
ら
を夫

の
心

こ
こ
ろ
ふ
り
お
こ
し

振
起
」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
が
、
こ
れ
の
「
振
り
起
こ
し
」
の
目
的
語
は
「
大
夫
の
心
」
だ
か
ら
、
意
味
的

な
分
属
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
（
）　
小
著
『
萬
葉
集
構
文
論
』〔
二
〇
〇
一
年
、
勉
成
出
版
〕
の
第
Ⅰ
部
第
六
章
。

（
7
）　「
立
ち
頻し

く
」
の
一
例
と
は
、「
沖
つ
白
波
多た

知ち

之し

久く

良ら

思し

毛も

」〔
十
五
・
三
六
五
四
〕
を
さ
す
。
現
在
で
は
、
こ
の
例
を
「
立
ち
し
来
ら
し
も
」

の
意
だ
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
い
注
釈
及
び
現
在
の
一
部
の
注
釈
が
採
用
す
る
「
立
ち
頻
く
ら
し
も
」
が
、
構
文
面
で
妥
当

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
萬
葉
集
構
文
論
』〔
二
〇
〇
一
年
、
勉
成
出
版
〕
の
第
Ⅰ
部
第
六
章
、
小
著
『
上
代
日
本
語
構
文
史
論
考
』

〔
二
〇
一
六
年
、
お
う
ふ
う
〕
の
第
Ⅰ
部
第
三
章
で
検
討
し
た
。

（
（
）　
（9
の
第
三
句
の
「
潮し

ほ

干ひ

満み
ち

」
は
、
各
語
の
文
法
的
な
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
潮
が
引
い
て
は
満
ち
」
の
意
、
つ
ま
り
「
潮
」
が

主
語
で
あ
り
、「
干
満
」
は
「
干ひ

満み

つ
」
と
い
う
動
詞
連
接
の
連
用
形
で
述
語
に
な
っ
て
い
る
と
解
す
る
。
ま
た
、
（0
の
第
四
句
の
「
来き

経ふ

」
は
、

も
と
の
語
構
成
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、「
や
っ
て
来
、
時
が
過
ぎ
る
」
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
例
で
は
、
反
義
語
ど
う
し
を
組
み
合
わ
せ
た
の

と
ほ
ぼ
同
義
の
、「
や
っ
て
来
、
去
る

0

0

」
の
意
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
年
の
経へ

ゆ
け
ば

往
者
」〔
十
・
二
一
四
〇
〕
の
「
経
行
く
」
は
、「
過
ぎ
去
る

／
行
っ
て
し
ま
う
」
の
意
を
表
す
。

（
9
）　
現
代
語
に
も
、「
仕
事
探
し
に
明
け
暮
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
例
外
的
な
表
現
は
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
の
「
明
け
暮
れ
た
」
は
、「（
夜
が
）
明

け
、（
日
が
）
暮
れ
た
」
と
い
う
本
来
の
具
体
的
な
意
味
か
ら
、「
毎
日
を
、
そ
の
こ
と
に
没
頭
し
て
過
ご
し
た
」
と
い
う
二
次
的
な
意
味
に
転
化
し

て
い
る
。

（
（0
）　
現
代
語
の
「
咲
い
て
散
る
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
間
に
「
て
」
の
位
置
す
る
「
秋
萩
は
開さ

き
て
ち
り
に
き

而
落
去
寸
（
咲
き
て
散
り
に
き
）」〔
十
・
二
二
八

九
〕
の
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
行
っ
て
来
る
」
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、「
奈
良
の
都
に
由ゆ

吉き

帝て

己こ

牟む

丹た

米め

（
行
き
て
来
む
た
め
）」〔
五
・
八
〇
六
〕



上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
）�

一
七
七

を
は
じ
め
と
す
る
数
例
が
あ
る
。

（
（（
）　
反
義
語
ど
う
し
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
の
連
用
形
を
名
詞
化
し
た
も
の
は
、「
生い

き

死し
に

之の

二
つ
の
海
を
厭い

と

は
し
み
…
」〔
十
六
・
三
八
四
九
〕、「
こ
の
照

る
月
は
満み

ち

闕か
け

為し

家け

流る

」〔
三
・
四
四
二
〕
な
ど
、
既
に
上
代
に
あ
っ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
に
も
、「
立
ち
居ゐ

の
そ
ら
も
思
ほ
え
な
く
に
」〔
十
二
・
五

八
〇
〕
と
い
う
例
が
見
え
る
。

（
（（
）　
中
古
の
文
献
に
は
、
反
義
語
ど
う
し
が
連
接
し
た
「
出い

だ
し
入い

る
／
出
で
入
る
」「
後
れ
先
だ
つ
」「
押
し
引
く
」「
立
ち
居
る
」「
下お

り
上の

ぼ

る
／
上の

ぼ

り
下く

だ

る
」「
晴
れ
曇
る
」
そ
の
他
の
例
が
散
見
す
る
。
し
か
し
、
中
世
以
降
の
類
例
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）　
最
後
の
（（
の
「
容
艶
」
に
は
、「
か
ほ
よ
き
に
」「
か
ほ
に
ほ
ひ
」
な
ど
の
別
訓
も
あ
る
。

（
（（
）　「
大
宮
人
ぞ
立た

ち
か
は
り易

奚け

流る

」〔
六
・
一
〇
六
一
〕
と
い
う
例
が
あ
る
。
こ
の
例
の
場
合
、
人
間
の
所
作
を
表
す
の
に
用
い
た
「
立
ち
」
の
語
義
は
、

か
な
り
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
立た

ち
か
は
り易

月
重
な
り
て
…
」〔
九
・
一
七
九
四
〕
の
よ
う
な
、
時
の
変
化
を
表
す
「
立
ち
変
は
る
」

を
「
大
宮
人
」
が
代
替
わ
り
す
る
の
に
転
用
し
た
表
現
だ
ろ
う
。

（
（（
）　
連
用
形
を
め
ぐ
る
種
々
の
現
象
か
ら
見
て
、
連
用
形
の
本
来
の
用
法
は
中
止
法
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
不
可

能
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
（（
）　
こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
は
、
注
（
（
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
四
章
・
同
第
六
章
で
、
具
体
的
に
例
を
あ
げ
て
詳
し
く
述
べ
た
。




