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上
代
日
本
語
の
同
族
目
的
語
構
文
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
状
況
で
用
い
ら
れ
た
の
か
。
そ
の
具
体
的
な
様
相
に
つ
い
て
、
本
稿
の
筆

者
は
二
つ
の
前
稿
で
や
や
詳
細
に
考
察
を
加
え
た）

（
（

。
前
二
稿
の
な
か
で
は
、
多
く
の
研
究
者
が
検
討
の
対
象
と
し
て
き
た
数
種
の
同
族
目

的
語
構
文
の
例
に
、
筆
者
の
調
査
に
よ
っ
て
新
た
に
得
ら
れ
た
数
種
の
例
を
追
加
し
、
上
代
の
人
々
が
同
構
文
を
用
い
た
背
景
・
意
図
そ

の
他
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
私
見
を
述
べ
た
。

　
従
来
の
研
究
者
が
扱
っ
て
き
た
同
族
目
的
語
構
文
の
お
も
な
例
は
、「
心
（
を
）
思
ふ
」「
音ね

（
を
）
泣
く
／
音
（
を
）
鳴
く
」「
眠い

（
を
）
寝ぬ

」
の
三
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
あ
え
て
名
づ
け
る
と
す
れ
ば
「
同
族
主
語

0

0

構
文
」
と
で
も
す
べ
き
「
命
生
く
」「
命
死

ぬ
」
な
ど
の
表
現
も
、
三
種
と
は
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、「
寝ぬ

」「
思
ふ
」
の
二
つ
の
動
詞
が
作
る
同
族
目
的
語
構
文
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
語
構
成
に
関
す
る
時
代
的
な
変
化

0

0

0

0

0

0

に

つ
い
て
考
察
す
る
。
前
二
稿
で
は
、
そ
の
点
を
不
十
分
に
し
か
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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初
め
に
取
り
上
げ
る
の
は
、「
眠
（
を
）
寝
」
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
表
現
で
あ
る
。

　
（

　
笹
葉
に

　
打
つ
や
霰あ

ら
れの

　
た
し
だ
し
に

　
韋ゐ

泥ね

弖て

牟む

の
ち
は

　
人
は
離か

ゆ
と
も�

〔
記
七
九
〕

　
2

　
愛う

る
はし

と
　
佐さ

泥ね

斯し

佐さ

泥ね

弖て

婆ば

　
苅か

り

薦こ
も

の
　
乱み

だ

れ
ば
乱
れ

　
佐さ

泥ね

斯し

佐さ

泥ね

弖て

婆ば�

〔
記
八
〇
〕

　
こ
の
二
首
の
歌
謡
は
、『
古
事
記
』
の
説
話
の
な
か
に
並
ん
で
出
て
い
る
。
二
首
の
直
前
の
記
述
に
は
、「
木き

梨な
し

之の

軽か
る

太の
み

子こ

が
同
母
妹
で

あ
る
軽か

る
の
お
お
い
ら
つ
め

大
郎
女
と
関
係
を
も
っ
た
際
に
詠
ん
だ
歌
だ
」
と
い
う
意
味
の
説
明
が
見
え
る
。
ど
ち
ら
も
、「
自
分
が
軽
大
郎
女
と
確
か
に
共

寝
し
さ
え
す
れ
ば
、
あ
と
は
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
い
う
軽
太
子
の
心
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
（
の
第
五
句
の
「
人
は
離か

ゆ
と
も
」
と
2
の
第
四
句
の
「
乱
れ
ば
乱
れ
」
は
、
軽
太
子
の
す
て
ば
ち
な
気
持
ち
を
直
截
に
表
明
し
た
句
で
あ
る
。

　
二
首
の
前
に
は
十
句
か
ら
成
る
長
歌
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
、
二
人
が
共
寝
し
た
こ
と
を
堂
々
と
宣
言
す
る
、「
昨こ

ぞ夜

こ
そ
は
安
く
肌
触
れ
」
と
い
う
表
現
が
置
か
れ
て
い
る
。
心
密
か
に
願
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
う
や
く
実
現
し
、「
昨
夜
こ
そ
は
、
ゆ
っ
た

り
と
（
軽
大
郎
女
の
）
肌
に
触
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
の
第
四
句
に
含
ま
れ
る
「
率ゐ

寝ね

て
む
」
の
「
率ゐ

寝ぬ

」
は
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
「
眠い

（
を
）
寝ぬ

」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

異
種
の
表
現
で
あ
る
。「
伴
う
」
の
意
を
表
す
「
率ゐ

る
」
と
「
寝
」
と
が
連
接
し
た
動
詞
で
あ
り
、「
連
れ
て
行
っ
て
寝
る
」
の
意
、
つ
ま

り
「
共
寝
す
る
」
の
意
を
表
す
。

　
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
で
は
、
単
な
る
「
寝
」
で
は
な
く
て
、
接
頭
辞
を
伴
っ
た
「
さ
寝
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』

の
「
さ
寝
（
佐
泥
）
む
と
は
…
」〔
記
二
七
〕
や
『
萬
葉
集
』
の
「
さ
寝
（
佐
祢
）
し
夜
の
…
」〔
五
・
八
〇
四
〕
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
さ
寝
」
は
上
代
の
文
献
に
三
十
余
例
あ
る
。
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2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
に
は
、「
さ
寝
」
が
二
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
第
一
の
「
さ
寝
」
の
品
詞
に
つ
い
て
は
、

二
つ
の
説
が
注
釈
に
見
え
る
。
一
つ
は
、「
上
の
サ
ネ
は
体
言
に
な
っ
て
い
る
」「
ネ
は
寝ぬ

（
下
二
）
の
連
用
形
（
名
詞
形
）
で
…
」「
上

の
サ
ネ
は
體
言
の
格
」
な
ど
の
よ
う
に
、
連
用
形
が
名
詞
に
転
成
し
た
も
の
だ
と
見
る
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
は
、
第
一

の
「
さ
寝
」
は
目
的
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
。

二
つ
の
「
さ
寝
」
の
間
に
「
し
」
と
い
う
助
詞
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
後
出
の
諸
例
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
同
構
文
に
は
「
し
」
が

含
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
第
一
の
「
さ
寝
」
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
説
は
、「
ネ
は
「
寝ヌ

」
の
連
用
形
」
だ
と
見
る
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
動
詞
だ
と
明
言
し

て
い
る
注
釈
は
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
の
「
さ
寝
」
は
名
詞
・
動
詞
の
ど
ち
ら
な
の
か
に
つ
い
て
、
注
釈
を
担
当
し
た
研
究
者
の

多
く
が
関
心
を
い
だ
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
が
動
詞
と
し
て
の
「
さ
寝
」
を
反
復
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
「
吾
は
子
を
生
み
生

み
て
（
生
生
子
而
）、
生
み
の
終は

て

に
三
は
し
ら
の
貴
き
子
を
得
つ
」〔
神
代
記
〕
や
、「
行
き
行
け
ど
（
雖
行
往
）
安
く
も
あ
ら
ず
…
」〔
十

六
・
三
八
五
七
〕
の
「
生
み
生
み
て
」「
行
き
行
け
ど
」
の
よ
う
に
、
動
作
の
反
復
あ
る
い
は
継
続
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
の
場
合
は
、「
さ
寝
」
を
何
日
か
く
り
返
し
た
こ
と
を
表
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
問
題
は
な
い
の
か
。

　
さ
き
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
（
・
2
の
前
に
掲
げ
ら
れ
た
長
歌
は
、「
昨こ

ぞ夜
こ
そ
は
安
く
肌
触
れ
」
と
い
う
表
現
で
し
め
く
く
ら
れ
て

い
る
。
事
を
一
夜
に
限
定
し
た
「
昨
夜
こ
そ
は

9

9

9

」
と
い
う
句
を
「
安
く
肌
触
れ
」
が
承
け
て
い
る
か
ら
、
二
人
が
何
日
も
重
ね
て
共
寝
を

し
た
と
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
歌
の
表
現
に
逆
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
の
表
現
が
「
昨
夜
も9

」
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

何
日
か
共
寝
を
重
ね
た
そ
の
最
後
の
夜
が
「
昨
夜
」
だ
っ
た
と
想
定
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
想
定
に
は
大
き
い
無
理
が
あ
る
。
し
か
も
、

「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
の
よ
う
に
動
詞
を
反
復
し
た
表
現
に
「
し
」
が
含
ま
れ
た
例
は
、
上
代
語
に
は
見
え
な
い
。
や
は
り
、
こ
の
表
現
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は
動
作
の
反
復
・
継
続
を
表
す
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
動
詞
を
反
復
し
た
形
式
の
用
法
か
ら
も
、
歌
の
表
現
の
内
容
か
ら
も
、
2
の
第
一
の
「
さ
寝
」
は
動
詞
で
は
な
く
名
詞

で
あ
り
、
従
っ
て
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
、
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
現
に
、「
さ
寝
（
佐
祢
）
に
吾
は

行
く
」〔
十
四
・
三
三
六
六
〕
の
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
に
は
「
さ
寝ね

」
と
い
う
連
用
形
名
詞
の
例
が
あ
り
、
こ
の
種
の
「
さ
寝
」
は
辞
書

の
類
に
名
詞
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
第
二
の
「
さ
寝
」
を
含
む
2
の
「
さ
寝
て
ば
」
が
、
動
詞
「
さ
寝
」
と
助
動
詞
「
つ
」
の
未
然
形
と
が
構
成
す
る
仮
定
表
現
で

あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
特
に
説
明
を
要
し
な
い
。
仮
定
表
現
の
「
…
て
ば
」
に
は
、「
手
を
し
取
り
て
ば
（
取
而
者
）
花
は
散
る
と

も
」〔
七
・
一
二
五
九
〕
や
「
君
と
し
見
て
ば
（
見
氐
婆
）
吾
恋
ひ
め
や
も
」〔
十
七
・
三
九
七
〇
〕
な
ど
を
は
じ
め
、
多
数
の
例
が
あ
る
。

や
は
り
、
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
に
よ
く
似
た
句
が
、
ほ
か
に
あ
る
。『
萬
葉
集
』
の
東
歌
に
見
え
る
「
さ
寝
を9

さ
寝
て
ば
」
と
い
う

句
が
そ
れ
で
あ
り
、
助
詞
の
「
し
」
が
「
を
」
と
な
っ
た
だ
け
の
違
い
で
あ
る
。

　
3

　
伊い

香か

保ほ

ろ
の

　
夜や

左さ

可か

の
堰ゐ

塞で

に
　
立
つ
虹の

じ

の
　
顕あ

ら

は
ろ
ま
で
も

　
佐さ

祢ね

乎を

佐さ

祢ね

弖て

婆ば

�

〔
十
四
・
三
四
一
四
〕

　
こ
の
歌
の
第
三
句
～
第
五
句
は
、「
虹
が
立
つ
よ
う
に
、
二
人
の
仲
が
周
囲
に
知
ら
れ
る
ほ
ど
共
寝
が
で
き
た
ら
（
あ
と
は
ど
う
な
っ

て
も
よ
い
）」
の
意
で
あ
る
。
注
釈
で
は
、
第
五
句
の
「
さ
寝
を
さ
寝
て
ば
」
に
つ
い
て
、
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
に
同
じ
だ
と
か
、

「
サ
寝
ヲ
サ
寝
は
、
眠
ヲ
寝
に
同
じ
」
だ
と
か
と
解
説
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
妥
当
な
解
説
だ
か
ら
、
第
五
句
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
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で
あ
り
、
そ
れ
は
、
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
同
様
に
仮
定
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
構
文
に
「
を
」
が
含
ま
れ
る
の
も
、

き
わ
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
る
。

二

　
2
・
3
の
当
該
句
と
同
様
に
「
さ
寝
」
を
反
復
し
た
類
似
句
は
、
ほ
か
に
も
う
一
例
あ
る
。
そ
れ
は
、
3
と
同
じ
く
東
歌
に
見
え
る
も

の
で
あ
る
。

　
4

　
川
上
の

　
根ね

白じ
ろ

高た
か

萱が
や

　
あ
や
に
あ
や
に

　
左さ

宿ね

佐さ

寐ね

弖て

許こ

曽そ

　
言こ

と

に
出
に
し
か�

〔
十
四
・
三
四
九
七
〕

　
第
一
句
・
第
二
句
が
第
三
句
を
導
入
す
る
序
に
な
っ
て
お
り
、
第
二
句
の
末
尾
に
あ
る
「
萱か

や

」
が
類
音
の
「
あ
や
」
を
呼
び
起
こ
す
、

と
い
う
関
係
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
あ
や
に
」
は
「
む
や
み
に
」「
ひ
ど
く
」
な
ど
の
意
を
表
す
語
で
あ
る
。

　
第
五
句
が
「
言
に
出
に
し
か

9

9

9

」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
第
四
句
の
「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
が
既
定
・
過
去
の
事
態
を
表
現
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
の
場
合
は
、
間
に
「
し
」「
を
」
な
ど
の
助
詞
が
置
か
れ
る
こ
と
な
く
、
二
つ

の
「
さ
寝
」
が
直
接
に
重
な
っ
て
い
る
。
第
二
の
「
さ
寝
」
が
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
接
続
助
詞
の
「
て
」
が
下

接
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
確
実
で
あ
る
。

　
第
二
の
「
さ
寝
」
と
同
様
に
、
第
一
の
「
さ
寝
」
も
ま
た
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
四
句
は
「
さ
寝
」
と
い
う
行

為
を
何
日
か
重
ね
た
こ
と
、
つ
ま
り
動
作
の
反
復
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
注
釈
で
も
そ
の
よ
う
な
意
味
の
解
説
を
加
え
て
い
る
。「
共
寝
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す
る
日
を
む
や
み
に
重
ね
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
間
に
二
人
の
仲
が
周
囲
に
知
ら
れ
、
噂
が
立
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
の
「
さ
寝
」
が
連
用
形
名
詞
で
あ
れ
ば
、
第
四
句
は
「
さ
寝
（
を
）
さ
寝
て
こ
そ
」
の
意
の
、
同
族
目
的
語
構

文
に
属
す
る
表
現
と
な
る
。
一
方
で
、「
眠い

も
さ
寝
て
し
か
（
伊
毛
左
祢
而
師
加
）」〔
八
・
一
五
二
〇
〕
と
い
う
、
動
詞
の
「
さ
寝
」
を

用
い
た
表
現
の
例
が
実
際
に
あ
る
。
果
た
し
て
、
4
の
「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
は
、「
さ
寝
（
を
）
さ
寝
て
こ
そ
」
の
意
を
表
す
同
族
目

的
語
構
文
の
一
例
な
の
か
、
あ
る
い
は
、「
さ
寝
」
と
い
う
行
為
を
何
日
か
重
ね
た
こ
と
を
い
う
表
現
な
の
か
。

　
4
の
「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
に
は
、
2
の
「
さ
寝
し9

さ
寝
て
ば
」
や
3
の
「
さ
寝
を9

さ
寝
て
ば
」
と
は
異
な
っ
て
、「
し
」「
を
」
な
ど

の
助
詞
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
同
じ
動
詞
を
そ
の
ま
ま
く
り
返
し
て
動
作
の
反
復
・
継
続
を
表
す
上
代
の
構
文
に
一
致
す
る

（
既
述
）。
ま
た
、「
言
に
出
に
し
か
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
、「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
と
い
う
行
為
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、「
さ
寝
さ
寝
て
こ
そ
」
が
動
詞
の
「
さ
寝
」
を
反
復
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
逆
に
こ
れ
が
同
族
目
的
語
構
文
の
例

で
あ
る
可
能
性
が
低
い
こ
と
を
示
す
、
と
言
え
る
。

　
2
の
「
さ
寝
し9

さ
寝
て
ば
」
と
3
の
「
さ
寝
を9

さ
寝
て
ば
」
は
、
さ
き
に
検
討
し
た
よ
う
に
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
を
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
場
合
に
は
、
一
つ
の
根
本
的
な
疑
問
に
解
答
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
例
が
、
同
構
文
の
表
現
と
し
て
一
般
的
な
「
眠い

（
を
）
寝ぬ

」
の
形
式
に
従
わ
ず
に
、「
さ
寝
」
に
「
さ
寝
」
を
重
ね
る
形
式
に
な

っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
と
し
て
提
示
し
う
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
想
定
で
あ
る
。

　
連
用
形
か
ら
転
成
し
た
名
詞
の
「
さ
寝
」
と
、
本
来
の
名
詞
で
あ
る
「
眠い

」
と
は
、
文
法
面
・
構
文
面
で
対
等
で
あ
り
機
能
的
に
等
価

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
さ
寝
」
と
「
眠
」
と
が
互
換
性
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
、
同
族
目
的
語
構
文
の
場
合
に
は
ど
ち
ら
を
用
い
る
こ

と
も
可
能
だ
っ
た
。

　
た
だ
し
、
同
族
目
的
語
構
文
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
「
さ
寝
」
と
「
眠
」
と
は
対
等
・
等
価
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
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具
体
的
に
言
え
ば
、
同
構
文
に
用
い
ら
れ
る
両
語
の
間
に
は
、
連
用
形
名
詞
か
ら
本
来
の
名
詞
へ
、
と
い
う
時
代
的
な
変
化
の
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
【「
さ
寝
を
さ
寝
」
に
含
ま
れ
る
第
二
の
「
さ
寝
」
と
、「
眠
を
寝
」
の
「
寝
」
の
あ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
表

現
が
続
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
う
必
要
が
な
い
。
よ
っ
て
、
次
で
は
「
寝
」
に
続
く
表
現
を
「
…
」
で
示
す
】。

さ
寝

9

9

を
さ
寝
…
→
眠9

を
寝
…

　
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
の
は
、『
古
事
記
』
の
歌
謡
と
『
萬
葉
集
』
の
東
歌
と
に
か
か
わ
る
次
の

三
つ
の
事
実
で
あ
る
。

Ⅰ
　「
さ
寝
」
を
重
ね
て
用
い
た
句
は
、
既
出
の
『
古
事
記
』
の
歌
謡
と
東
歌
に
し
か
例
が
見
え
な
い
。

Ⅱ
　「
さ
寝
」
を
名
詞
と
し
て
用
い
た
も
の
に
は
、
東
歌
に
二
例
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
歌
に
は
例
が
見
え
な
い
。

Ⅲ
　『
萬
葉
集
』
で
ご
く
一
般
的
な
、「
眠
（
を
）
寝
」
と
い
う
語
構
成
を
も
つ
同
族
目
的
語
構
文
の
例
は
、
東
歌
に
は
見
え
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語
と
し
て
「
さ
寝
」
を
用
い
る
、
よ
り
古
い
時
代
の
言
い
ま
わ
し

が
、『
古
事
記
』
の
歌
謡
と
東
歌
と
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語

と
し
て
、
本
来
の
名
詞
で
あ
る
「
眠い

」
を
用
い
る
表
現
は
、
連
用
形
名
詞
の
「
さ
寝ね

」
を
用
い
る
表
現
よ
り
遅
れ
て
成
立
し
た
も
の
だ
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、「
眠
（
を
）
寝
」
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
古
い
時
期
に
は
、
連
用
形
の
「
さ
寝ね

」
が

名
詞
に
転
成
し
た
「
さ
寝ね

」
を
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語
と
し
て
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
古
い
時
期
の
同
族
目
的
語
構
文
で
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は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
動
詞
と
目
的
語
と
の
双
方
に
同
源
の
「
さ
寝
」
を
用
い
て
、「
さ
寝ね

し
さ
寝
／
さ
寝
を
さ
寝
」
と
す
る
の
が
原
則

だ
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。

　『
古
事
記
』
の
歌
謡
に
は
、「
寝ぬ

」
の
敬
語
で
あ
る
「
寝な

す
」
を
用
い
た
、「
眠い

は
寝な

さ
む
を
（
伊
波
那
佐
牟
遠
）
…
」〔
記
三
〕
や
「
眠

を
し

9

9

寝な

せ
（
伊
遠
斯
那
世
）」〔
記
五
〕
な
ど
の
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
が
あ
る
。
そ
の
点
は
、「
安や

す
い眠

し
寝な

さ
ぬ
（
夜
周
伊
斯
奈
佐

農
）」〔
五
・
八
〇
二
〕
や
多
数
の
「
眠
（
を
）
寝
」
の
例
が
あ
る
『
萬
葉
集
』
の
歌
と
同
様
で
あ
る
。
同
構
文
の
目
的
語
と
し
て
「
眠
」

を
用
い
る
こ
と
も
、
中
央
で
は
既
に
一
般
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
東
歌
で
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語
に
「
さ
寝
」
を
用
い
る
古
い
言
い
ま
わ
し
が
既
に
定
着
し
て
い
て
、
目
的
語
に

「
眠
」
を
用
い
る
段
階
に
は
最
後
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
。「
眠
（
を
）
寝
」
の
例
が
東
歌
に
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
だ
ろ

う
。
同
構
文
に
属
す
る
表
現
が
、
3
の
第
五
句
の
よ
う
に
「
さ
寝
を
さ
寝
…
」
と
な
っ
た
の
は
、
歌
を
詠
ん
だ
人
物
の
個
性
や
好
み
に
基

づ
く
こ
と
で
は
な
く
、
同
構
文
に
「
眠
」
を
用
い
る
段
階
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
東
歌
と
し
て
は
、
必
然
的
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

　
東
歌
に
は
、
多
数
の
「
寝ぬ

」
の
例
が
あ
る
が
、「
眠い

寝ぬ

」
に
由
来
す
る
「
い
寝ぬ

」
の
例
は
一
つ
も
な
い
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、

東
歌
以
外
の
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
は
「
い
寝
」
の
例
は
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
央
の
歌
と
大
き
く
異
な
っ
て
、
と
に
か
く
東
国
で

は
「
い
寝
」
は
用
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
族
目
的
語
構
文
の
「
眠
（
を
）
寝
」
の
例
が
東
歌
に
見
え
な
い
（
右
の
三

項
の
Ⅲ
）
の
も
、
し
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る）

2
（

。

三
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続
い
て
、「
思
ふ
」
を
用
い
た
同
族
目
的
語
構
文
の
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。「
心
（
を
）
思
ふ
」
に
も
、「
寝
」
を
用
い
た
同
族
目
的

語
構
文
と
並
行
す
る
よ
う
な
時
代
的
な
変
化
が
、
果
た
し
て
想
定
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。

　
5

　
吾
が
恋
は

　
夜
昼
別わ

か
ず

　
百も

も

重へ

成な
す

　
情こ

こ
ろ
し
お
も
へ
ば

之
念
者

　
い
た
も
為す

便べ

無
し�

〔
十
二
・
二
九
〇
二
〕

　
6

　
愛う

る
はし

と
　
於お

毛も

比ひ

之し

於お

毛も

波は

婆ば

　
下
紐
に

　
結
ひ
付
け
持
ち
て

　
止
ま
ず
偲し

の

は
せ�

〔
十
五
・
三
七
六
六
〕

　
二
首
と
も
に
『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
5
の
第
四
句
の
「
心
し
思
へ
ば
」
は
、
6
の
第
二
句
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
と
よ

く
似
た
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
5
に
は
名
詞
の
「
心
」
と
動
詞
已
然
形
の
「
思
へ
」
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
6
に
は
名
詞
・

動
詞
の
識
別
が
困
難
な
「
思
ひ
」
と
、
動
詞
未
然
形
の
「
思
は
」
と
が
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
相
違
が
あ
る
。

　
5
の
「
心
し
思
へ
ば
」
は
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
「
心
（
し
／
を
）
思
ふ
」
の
、
疑
う
余
地
の
な
い
一
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
方
で
は
、「
夜
昼
別わ

か
ず
百も

も

重へ

成な
す

」
の
二
句
が
「
絶
え
ず
頻
り
に
」
の
意
を
表
す
も
の
な
の
で
、
こ
の
「
思
へ
ば
」

は
反
復
・
継
続
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。「
夜
昼

別
か
ず
百
重
成
」
と
い
う
表
現
を
承
け
て
い
る
だ
け
で
「
思
ひ
し
思
へ
ば
」
は
反
復
・
継
続
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
に
、
か
な
り
不

安
が
残
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
判
断
を
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
、
6
の
表
現
を
細
か
く
見
て
み
る
。

　
よ
く
似
た
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
も
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
な
の
か
ど
う
か
、
判
断
が
難
し
い
。「
思
ひ
」
が
連
用
形
名
詞
な
ら

ば
、
さ
き
に
見
た
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
同
じ
く
、
同
構
文
の
一
例
と
な
る
。
し
か
し
、
注
釈
で
は
、「
し
」
を
挟
ん
で
動
詞
の

「
思
ひ
」
を
重
ね
た
も
の
だ
と
か
、「「
思
ヒ
思
フ
」
は
思
い
続
け
る
意
」
だ
と
か
と
解
説
し
て
い
る
。「
し
き
り
に
思
う
の
な
ら
ば
」「
心

か
ら
思
っ
て
く
れ
る
の
な
ら
」
と
い
っ
た
意
味
の
、
動
詞
を
反
復
し
た
強
調
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
古
の
歌
に
は
同
種
の
強
調
表
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現
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
こ
と
（
後
述
）
を
意
識
し
た
う
え
で
の
判
断
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の

で
は
な
い
。

　
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
が
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
め
て
い
る
。
本

稿
で
も
表
現
内
容
・
構
文
の
あ
り
か
た
に
細
か
く
検
討
を
加
え
た
と
お
り
、
同
構
文
に
属
す
る
表
現
だ
と
見
る
し
か
な
い
。

　
2
の
例
に
は
「
愛う

る
はし

と
」
と
い
う
第
一
句
が
先
行
し
、
第
一
句
・
第
二
句
は
「
愛
し
と
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
句
を
構

成
し
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
に
も
「
愛
し
と
」
の
句
が
先
行
し
、
そ
の
第
一
句
・
第
二
句
は
、
2
と
同
様

に
「
愛
し
と
思
ひ
し
思
は
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
句
を
構
成
し
て
い
る
。

　
2

　
愛
し
と

　
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
…

　
6

　
愛
し
と

　
思
ひ
し
思
は
ば
…

　
と
も
に
二
つ
の
句
か
ら
成
り
、
動
詞
が
異
な
る
ほ
ぼ
同
じ
構
成
を
も
つ
表
現
に
つ
い
て
、
一
方
を
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
め
、

他
方
を
そ
の
例
だ
と
認
め
な
い
、
と
い
う
明
確
な
根
拠
は
一
つ
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
が
、
動
詞
の

「
さ
寝
」
を
反
復
し
た
強
調
表
現
で
な
い
と
す
れ
ば
、
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
も
ま
た
同
種
の
強
調
表
現
で
は
な
く
、
同
族
目
的
語
構

文
の
例
だ
、
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
一
般
に
、「
心
（
を
）
思
ふ
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
の
前
に
は
、
そ
の
「
心
」
あ
る
い
は
「
思
ふ
」
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
す

る
修
飾
成
分
が
置
か
れ
る
、
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
そ
の
点
に
「
心
を
思
ふ
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
一
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
、
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
前
稿
で
述
べ
た
。
た
と
え
ば
、「
浮う

き
た
る
こ
こ
ろ
わ
が
お
も
は
な
く
に

心
吾
不
念
国
」〔
四
・
七
一
一
〕
や
「
如い

ま
の
ご
と
こ
こ
ろ
を
つ
ね
に
お
も
へ
ら
ば

今
心
乎
常
尓
念
有
者
…
」〔
八
・
一
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六
五
三
〕
に
見
え
る
「
浮
き
た
る
」「
今
の
如
」
が
、
そ
う
し
た
機
能
を
も
つ
連
体
修
飾
成
分
・
連
用
修
飾
成
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対

応
す
る
よ
う
に
、
5
に
は
連
体
修
飾
成
分
の
「
百
重
な
す
」
が
あ
り
、
6
に
は
連
用
修
飾
成
分
の
「
愛
し
と
」
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
さ

き
に
判
断
を
保
留
し
て
お
い
た
5
の
「
心
し
思
へ
ば
」
も
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
の
「
思
ひ
」
に
は
、
5
の
「
心
し
思
へ
ば
」
の
「
心
」
が
対
応
し
て
い
る
か
ら
、「
思
ひ
」
と
「
心
」
と
は

構
文
面
で
等
価
な
目
的
語
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
き
に
、
2
の
表
現
を
分
析
し
、「
さ
寝
を
さ
寝
…
」
か
ら
「
眠
を
寝
…
」
へ
と

い
う
時
代
的
な
変
化
を
想
定
し
た
の
と
並
行
的
に
、
6
の
「
思
ひ
」
と
5
の
「
心
」
と
の
間
に
も
、

思
ひ

9

9

し
思
…
→
心9

し
思
…

と
い
う
時
代
的
な
変
化
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
変
化
か
ら
推
定
さ
れ
る
の
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
同
族

目
的
語
構
文
を
構
成
す
る
動
詞
と
目
的
語
と
に
は
古
く
は
同
源
の
語
を
用
い
る
の
が
原
則
だ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
は
古
い
時
代
の
同
族
目
的
語
構
文
を
反
映
す
る
例
だ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
る
。

　
次
の
二
首
に
見
え
る
「
思
ひ
し
思
へ
ば
」「
思
ひ
し
思
は
ば
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
7

　
夢
の
わ
だ

　
言こ

と

に
し
あ
り
け
り

　
現う

つ
つに

も
　
見
て
来け

る
も
の
を

　
念お

も
ひ
し
お
も
へ
ば

四
念
者�

〔
七
・
一
一
三
二
〕

　
8

　
鵜う

川か
は

立
ち

　
取
ら
さ
む
鮎あ

ゆ

の
　
し
が
鰭は

た

は
　
吾
に
か
き
向
け

　
念お

も

之ひ
し

念お
も

婆は
ば�

〔
十
九
・
四
一
九
一
〕

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
首
の
場
合
、
表
現
の
内
容
を
よ
く
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
は
い
さ
さ
か
早
計
の
よ
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う
で
あ
る
。

　
右
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
心
（
を
）
思
ふ
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
の
場
合
に
は
、
そ
の
「
心
」
あ
る
い
は
「
思
ふ
」
の
内
容
を

具
体
的
に
説
明
す
る
修
飾
成
分
を
直
前
に
置
く
、
と
い
う
の
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
7
・
8
の
二
首
の
構
成
は
、
そ
れ
と
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
第
四
句
で
表
現
が
切
れ
て
い
て
、
第
五
句
に
は
修
飾
成
分
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
7
の
「
思
ひ
し
思

へ
ば
」
と
8
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
は
動
詞
の
「
思
ふ
」
を
反
復
し
た
強
調
表
現
だ
、
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
正
し
い
理

解
だ
ろ
う
。

　
7
の
文
脈
は
「
夢
の
わ
だ
を
現
実
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
、
頻
り
に
思
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
8
の
そ
れ
は

「
せ
め
て
鮎
の
鰭ひ

れ

を
欠
き
取
っ
て
私
に
届
け
て
ほ
し
い
、
私
の
こ
と
を
つ
ね
づ
ね
思
っ
て
く
れ
て
い
る
な
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど

ち
ら
に
も
「
し
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
同
族
目
的
語
構
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
歌
の
構
成
と
文
脈
の
二
点
か
ら

見
て
、
と
も
に
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
両
者
は
ど
の
よ
う
な
表
現
だ
と
理
解
す
べ
き
な
の
か
。

　
二
首
の
「
思
ひ
し
思
へ
ば
」「
思
ひ
し
思
は
ば
」
と
い
う
表
現
は
、
語
構
成
の
う
え
で
は
や
は
り
古
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
新
し
い
「
心9

し
思
へ
ば
」「
心9

し
思
は
ば
」
と
同
様
に
も
と
も
と
は
同
族
目
的
語
構
文
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も

の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
人
々
に
忘
れ
ら
れ
て
の
ち
に
、
同
じ
動
詞
を
く
り
返
し
た
単
な
る
強
調
表
現
だ
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
用
い
ら

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

　
中
古
に
な
れ
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
を
初
め
と
す
る
歌
集
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
助
詞
を
介
し
て
同
じ
動
詞
を
重
ね
た
強
調
表
現
が
少
な
か

ら
ず
見
え
る
よ
う
に
な
る
（
既
述
）。
な
か
に
は
、
8
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
と
同
様
に
「
し
」
を
間
に
置
い
た
、「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
」

「
恋
を
し
恋
ひ
ば
」（
後
出
）
の
よ
う
な
表
現
も
あ
る
。
7
・
8
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
先
駆
的
な
強
調
表
現
の
例
だ
と
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
【
同
じ
動
詞
を
重
ね
た
中
古
の
強
調
表
現
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
簡
単
に
述
べ
る
】。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
7
・
8
の
「
思
ひ
し
思
へ
ば
」「
思
ひ
し
思
は
ば
」
と
い
う
表
現
を
、
同
族
目
的
語
構
文
の
「
心
を
思
ふ
」
に
相

当
す
る
表
現
だ
と
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
複
数
の
問
題
が
あ
る
。

四

　
右
で
述
べ
た
こ
と
で
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
さ
寝ぬ

」「
思
ふ
」
を
用
い
て
同
族
目
的
語
構
文
を
作
る
場
合
、
そ
の
目
的
語
を
提
示
す

る
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、「
さ
寝
」「
思
ふ
」
の
連
用
形
名
詞
で
あ
る
「
さ
寝ね

」「
思
ひ
」
を
、
そ
の
ま
ま
目
的
語
に
仕

立
て
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
連
用
形
名
詞
に
近
い
意
味
を
表
す
本
来
の
名
詞
を
探
し
出
し
、
そ
れ
を
目
的
語
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
連
用
形
名
詞
を
選
ぶ
方
が
、
単
純
で
容
易
で
あ
る
だ
け
で
な
く
確
実
で
も
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
動
詞
に
き

わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
本
来
の
名
詞
を
選
ぶ
方
は
、
確
実
性
に
欠
け
る
。
適
切
な
本
来
の
名
詞
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
、
実
際
に
は
あ

り
う
る
か
ら
で
あ
る）

3
（

。

　
前
稿
で
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
と
し
て
、『
萬
葉
集
』
の
「
八や

尺さ
か

の
嘆
き
（
を
）
嘆
け
ど
も
（
八
尺
乃
嘆
嘆
友
）
…
」〔
十
三
・

三
三
四
四
〕
と
い
う
表
現
を
あ
げ
た
。
こ
れ
と
「
吾
が
嘆
く
八
尺
の
嘆
き
（
吾
嗟
八
尺
之
嗟
）
…
」〔
十
三
・
三
二
七
六
〕
と
は
、
互
い

に
、

嘆
き
（
を
）
嘆
く
─
─
嘆
く
嘆
き
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と
い
う
言
い
換
え
が
可
能
な
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
関
係
が
、
次
の
各
組
に
も
認
め
ら
れ
る
。

心
（
を
）
思
ふ
─
─
思
ふ
心

音ね

（
を
）
泣
く
─
─
泣
く
音

言こ
と

（
を
）
云
ふ
─
─
云
ふ
言

　
こ
の
よ
う
な
言
い
換
え
が
可
能
な
の
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
が
も
つ
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
嘆
き
（
を
）
嘆
く
」

が
同
構
文
の
一
例
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
が
、「
嘆
き
（
を
）
嘆
く
」
の
場
合
に
、
連
用
形
名
詞
の
「
嘆
き
」
に
近
い
意
味
を

も
つ
本
来
の
名
詞
が
あ
れ
ば
、
上
代
の
人
々
は
そ
れ
を
用
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
代
語
の
資
料
を
博
捜
し
て
も
、「
嘆
き
」

に
近
い
意
味
を
表
し
、
か
つ
文
脈
に
適
合
す
る
本
来
の
名
詞
は
見
あ
た
ら
な
い
。
目
的
語
と
し
て
連
用
形
名
詞
を
用
い
る
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
宣
命
に
見
え
る
「
使
ひ
（
を
）
遣
は
す
」〔
五
六
詔
〕
の
「
使
ひ
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
事
情
が
あ
る
。

　
連
用
形
名
詞
に
近
い
意
味
を
表
す
本
来
の
名
詞
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
目
的
語
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
の
平
板
化
を
避
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
特
に
、
2
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
の
場
合
、
本
来
の
名
詞
で
あ
る
「
眠い

」
を
用
い
れ
ば
、
第
二
の
「
さ
寝
」
が
単
に
横
に

な
る
意
で
は
な
く
て
睡
眠
を
と
る
意
だ
、
と
意
味
を
限
定
し
て
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、「
さ
寝
」
か
ら

「
眠
」
へ
と
入
れ
替
え
ら
れ
た
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
。「
眠
も
さ
寝
て
し
か
（
伊
毛
左
祢
而
師
加
）」〔
八
・
一
五
二
〇
、
一
云
〕
は
、
そ
の

よ
う
な
意
図
・
目
的
に
沿
っ
た
表
現
の
例
で
あ
る
。

　
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
表
現
に
特
有
の
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
思
ひ
」
か
ら
「
心
」
へ
の
入
れ
替
え
を
促

進
し
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
特
有
の
事
情
と
は
、「
思
ひ
」
に
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
名
詞
の
「
心
」
が
存
在
し
た
、
と
い
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う
こ
と
で
だ
け
は
な
い
。「
思
ひ
」「
心
」
の
ど
ち
ら
を
用
い
て
も
よ
く
似
た
意
味
を
表
す
と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
、
当
時
は
ほ
か
に
少
な

か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
【
最
後
に
あ
げ
る
「
下
心
」
は
現
代
語
の
そ
れ
と
は
意

味
が
異
な
り
、「
隠
し
て
い
る
恋
心
」
の
意
の
「
下
思
ひ
」
に
き
わ
め
て
近
い
意
を
表
す
】。

思
ひ
乱
る
─
─
心
乱
る

思
ひ
苦
し
─
─
心
苦
し

思
ひ
惑
ふ
─
─
心
惑
ふ

下
思
ひ
─
─
下
心

思
ひ
妻
─
─
心
妻

　
こ
の
種
の
実
例
を
、『
萬
葉
集
』
か
ら
具
体
的
に
あ
げ
て
お
く
。

「
念お

も
ひ
み
だ
れ
て

乱
而
…
」〔
十
一
・
二
三
五
四
〕
─
─
「
心

こ
こ
ろ
み
だ
れ
て

乱
…
」〔
九
・
一
八
〇
五
〕

「
思お

も
ひ
や
る

遣
た
づ
き
を
知
ら
に
…
」〔
一
・
五
〕
─
─
「
許こ

己こ

呂ろ

也や

良ら

武む

と
…
」〔
十
七
・
三
九
九
一
〕

「
於お

毛も

比ひ

具ぐ

流る

之し

母も

」〔
十
四
・
三
四
八
一
〕
─
─
「
情こ

こ
ろ
ぐ
る
し
も

苦
喪
」〔
九
・
一
八
〇
六
〕

「
思お

も
ひ
の
べ
み
な

暢
見
和
ぎ
し
山
に
…
」〔
十
九
・
四
一
七
七
〕
─
─
「
意こ

こ
ろ
の
べ
む

将
述
と
…
」〔
十
・
一
八
八
二
〕

「
思お

も
ひ
ま
と
ひ
て

或
而
」〔
十
三
・
三
三
四
四
〕
─
─
「
心

こ
こ
ろ
ま
と
ひ
ぬ

遮
」〔
四
・
六
三
八
〕

「
念お

も
ひ
や
す
み
て

息
而
」〔
六
・
九
二
八
〕
─
─
「
心こ

こ
ろ
や
す
め
む

安
目
六
」〔
十
二
・
二
九
〇
八
〕
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「
吾わ

が
し
た
お
も
ひ

之
下
念
を
」〔
十
九
・
四
二
一
八
〕
─
─
「
吾わ

が
し
た
ご
こ
ろ

下
心
」〔
七
・
一
三
〇
四
〕

「
吾
が
念お

も
ひ
づ
ま

妻
は
」〔
十
一
・
二
七
六
一
〕
─
─
「
吾
が
情こ

こ
ろ
づ
ま

都
末
」〔
八
・
一
六
一
一
〕。

　
右
に
あ
げ
た
実
例
に
は
、
二
種
の
動
詞
の
連
接
、
目
的
語
と
他
動
詞
と
の
連
接
、
名
詞
と
形
容
詞
と
の
連
接
、
主
語
と
述
語
と
の
連
接
、

名
詞
と
名
詞
と
の
連
接
そ
の
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
文
的
関
係
・
意
味
的
関
係
に
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
組
に
お
け
る

上
の
「
思
ひ
」
と
下
の
「
心
」
と
は
互
い
に
類
似
す
る
文
脈
・
表
現
に
現
れ
て
い
る
。
粗
雑
な
言
い
か
た
に
は
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
各

組
の
「
思
ひ
」
と
「
心
」
と
の
間
に
は
互
換
性
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
、
た
と
え
ば
6
の
「
思
ひ
し
思
は
ば
」
の

「
思
ひ
」
を
「
心
」
へ
と
入
れ
替
え
る
際
の
一
つ
の
契
機
に
な
っ
た
だ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
言こ

と

の
み
を
堅か

た

く
云
ひ
つ
つ
（
言
耳
乎
堅
要
管
）
…
」〔
十
二
・
三
一
一
三
〕
は
、「
言こ

と

を
云
ふ
」
と
単
純
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
表
現
で
あ
り
、
名
詞
の
「
言
」
と
動
詞
の
「
云
ふ
」
と
が
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
同
族
目
的
語
構
文

の
一
例
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
く
似
た
、
次
の
歌
の
第
三
句
に
は
、
以
上
で
述
べ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
処
理

の
な
か
な
か
困
難
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
簡
単
に
言
及
し
て
お
く）

4
（

。

　
9

　
ま
玉
つ
く

　
を
ち
こ
ち
兼
ね
て

　
言9

歯は

五い十
戸へ

常ど

　
逢
ひ
て
後
こ
そ

　
悔
い
に
は
あ
り
と
い
へ

�

〔
四
・
六
七
四
〕

　
第
三
句
の
「
言9

歯は

五い
十
戸へ

常ど

」
は
、
写
本
で
は
「
い
ひ
は
…
」「
イ
ヒ
ハ
…
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
行
の
注
釈
の
多
く
に
「
言こ

と

は
…
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
い
ひ
は
…
」
は
中
古
の
写
本
に
も
見
え
て
い
る
の
で
、
当
時
は
そ
れ
が
違
和
感
を
与
え
な
い
表
現
だ
っ
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…
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た
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
違
和
感
の
よ
り
少
な
い
表
現
だ
っ
た
か
、
の
ど
ち
ら
か
だ
っ
た
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
現
行
の
注
釈
に
「
言
は

…
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、『
萬
葉
集
』
に
「
言
を
云
ふ
」
の
例
は
あ
っ
て
も
「
云
ひ
は
云
ふ
」
の
例
は
な
い
、
と
い
う
事
実
に
基

づ
く
も
の
だ
ろ
う
。

　「
言
は
云
ふ
」
だ
け
で
な
く
、「
云
ひ
は
云
ふ
」
も
ま
た
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
同
構
文
の
「
さ

寝
」
か
ら
「
眠
」
へ
、
ま
た
「
思
ひ
」
か
ら
「
心
」
へ
、
と
い
う
時
代
的
な
変
化
が
目
的
語
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
連
用
形

名
詞
の
「
云
ひ
」
か
ら
本
来
の
名
詞
で
あ
る
「
言
」
へ
、
と
い
う
変
化
が
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
9
の
「
言9

歯
…
」
と
い
う
本
文
を
「
云
ひ
は
…
」「
言
は
…
」
の
ど
ち
ら
に
訓
ず
べ
き
か
、
と
い
う
具
体
的
な
問
題
に
つ
い

て
は
決
定
的
な
こ
と
が
言
え
な
い
。「
云
ひ
」
と
い
う
連
用
形
名
詞
の
確
か
な
例
が
上
代
語
の
資
料
に
見
え
な
い
の
に
対
し
、「
言
を
云

ふ
」
と
い
う
表
現
な
ら
ほ
か
に
も
『
萬
葉
集
』
に
例
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
重
視
し
、
現
行
の
注
釈
の
よ
う
に
「
言
は
…
」
と
訓
じ
て

お
く
、
と
い
う
の
が
妥
当
な
措
置
だ
ろ
う
。

五

　
次
の
二
首
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
（0

　
植
ゑ
し
植
ゑ
ば

　
秋
無
き
時
や

　
咲
か
ざ
ら
ん

　
花
こ
そ
散
ら
め

　
根
さ
へ
枯
れ
め
や�

〔
五
・
二
六
八
〕

　
（（

　
種
し
あ
れ
ば

　
岩
に
も
松
は

　
生
ひ
に
け
り

　
恋
を
し
恋
ひ
ば

　
会
は
ざ
ら
め
や
は�

〔
十
一
・
五
一
二
〕
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（0
の
第
一
句
の
「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
」
と
同
じ
句
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
あ
る
。
ま
た
、
（（
の
歌
の
「
恋
を
し
恋
ひ
ば
」
と
同
じ
句

も
、
同
歌
集
に
見
え
る
。

　
前
者
の
「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
」
は
歌
の
初
頭
に
置
か
れ
た
句
で
あ
り
、
強
調
の
た
め
に
同
じ
動
詞
を
反
復
し
た
も
の
で
あ
る
。「
心
を
籠

め
て
し
っ
か
り
植
え
て
お
い
た
な
ら
ば
」
の
意
で
あ
る
。
後
者
の
「
恋
を
し
恋
ひ
ば
」
は
、
句
中
に
「
を
」
を
含
む
点
で
、
3
の
「
さ
寝

を
さ
寝
て
ば
」
と
同
じ
く
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。「
一
途
に
恋
い
慕
っ
て
い
れ
ば
」

の
意
の
強
調
表
現
だ
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
、
そ
れ
が
文
脈
か
ら
見
て
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
表
現
も
、
同
族
目

的
語
構
文
の
例
と
し
て
は
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
に
類
す
る
動
詞
の
反
復
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』
だ
け
で
も
「
会
ひ
に
会
ひ
て
」「
吹
き
と
吹
き
ぬ
る
」「
し
ぐ
れ
し
ぐ
れ
て
」

「
か
へ
る
が
へ
る
も
」
そ
の
他
、
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
古
の
歌
で
は
、
具
体
的
な
構
文
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
は
い
て
も
、
ま

た
句
中
に
助
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
か
含
ま
れ
て
い
な
い
か
に
関
係
な
く
、
と
に
か
く
同
語
を
反
復
し
た
強
調
表
現
が
特
に
好
ま
れ
た
の
で

あ
る）

5
（

。
注（

（
）　
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
一
章
。
ま
た
、
小
論
「
上
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
考
す

る
」〔
二
〇
一
九
年
、
学
習
院
大
学
文
学
部
『
研
究
年
報
』
63
輯
〕。

（
2
）　
た
だ
し
、『
萬
葉
集
』
巻
第
二
十
に
は
「
望ま

ぐ
た
の
こ
ほ
り

陀
郡
上
丁
玉
作
部
国
忍
」
の
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
、
そ
の
第
三
句
に
は
「
寝い

ぬ
れ
ど
も
（
伊
努
礼
等

母
）」〔
二
十
・
四
三
五
一
〕
と
あ
る
。
中
央
の
言
い
ま
わ
し
を
模
倣
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
3
）　「
さ
寝
（
を
）
さ
寝
…
」
か
ら
「
眠
（
を
）
寝
…
」
へ
、
ま
た
「
思
ひ
（
し
）
思
…
」
か
ら
「
心
（
し
）
し
思
…
」
へ
、
と
い
う
時
代
的
な
変
化

か
ら
は
、「
泣
く
／
鳴
く
」
に
つ
い
て
も
、
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…
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泣
き
（
を
）
泣
…
／
鳴
き
（
を
）
鳴
…
→
音ね

（
を
）
泣
…
／
音
（
を
）
鳴
…

と
い
う
並
行
的
な
変
化
が
推
定
で
き
る
。

　
し
か
し
、
動
詞
の
「
泣
く
／
鳴
く
」
と
同
源
の
目
的
語
で
あ
る
「
泣
き
／
鳴
き
」
を
、
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語
と
し
て
用
い
た
例
が
一
つ
も

な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
単
独
の
「
泣
き
／
鳴
き
」
を
名
詞
と
し
て
用
い
た
例
も
僅
少
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
が
何
に
由
来
す
る
の
か
、
不
明

で
あ
る
。

　
動
物
に
用
い
る
「
鳴
く
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
人
に
用
い
る
「
泣
く
」
に
は
、
声
を
出
し
て
「
泣
く
」
と
い
う
場
合
と
、
涙
を
流
す
だ
け
で

「
泣
く
」
あ
る
い
は
心
の
中
で
「
泣
く
」
と
い
う
場
合
と
が
あ
る
。
か
り
に
「
泣
き
（
を
）
泣
く
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
が
可
能
で
あ
り
、
実

際
に
そ
れ
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
表
現
で
は
、
人
知
れ
ず
「
泣
く
」
と
い
う
の
か
、
声
を
出
し
て
「
泣
く
」
と
い
う
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
そ

こ
で
、
声
を
出
し
て
「
泣
く
」
場
合
を
、
当
初
か
ら
「
音
（
を
）
泣
く
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
あ
る
思
い
を
人
知
れ
ず
心
に
い
だ
く
場
合
、「
下し

た

思
ひ
」「
下
焦こ

が
れ
」「
下
恋
ひ
」「
下
延ば

へ
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
上
代
に
行

わ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
「
下
泣
き
に
泣
く
（
斯
多
那
岐
爾
那
久
）」〔
記
八
三
〕
と
い
う
例
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事

情
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
つ
ま
り
、
声
を
出
し
て
「
泣
く
」
の
か
、
心
の
中
で
「
泣
く
」
の
か
、
と
い
う
違
い
を
表
現
し
分
け
る
こ
と
が
不
可

能
な
「
泣
き
（
を
）
泣
く
」
を
用
い
る
こ
と
を
避
け
て
、
当
初
か
ら
、
声
を
伴
う
場
合
は
「
音ね

（
を
）
泣
く
」
を
用
い
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
「
下

泣
き
に
泣
く
」
を
用
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
下
＋
泣
き
」
と
同
様
の
語
構
成
を
も
つ
複
合
語
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
萬
葉
集
』
を

併
せ
て
延
べ
十
例
ほ
ど
見
え
て
お
り
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
た
結
合
形
式
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

（
4
）　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
（
）
に
あ
げ
た
小
論
「
上
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
考
す
る
」
の
な
か
で
私
見
を
述
べ
た
。

（
5
）　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
（
）
に
あ
げ
た
小
論
の
な
か
で
私
見
を
述
べ
た
。

（
日
本
語
日
本
文
学
科

　
名
誉
教
授
）


