
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
（
そ
の
五
）
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形
容
動
詞
の
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
に
つ
い
て
、
こ
の
小
誌
に
、

こ
れ
ま
で
過
去
四
回
に
わ
た
っ
て
、
左
の
よ
う
に
五
章
に
分
け
、

考
察
を
加
え
て
き
た
。
〈
注
1
＞

一二三四五

は
じ
め
に

オ
ロ
カ
の
通
時
的
考
察

オ
ロ
カ
の
通
時
的
考
察

オ
ロ
ソ
カ
の
通
時
的
考
察

（
上
代
～
中
古
）

（
中
世
以
降
）

（
上
代
～
近
世
）

オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
比
較
考
察
（
そ
の
ー
）

　
そ
こ
で
、
今
号
で
は
、
前
回
の
比
較
考
察
に
続
け
る
形
で
、
新

た
に
章
を
設
け
、
よ
り
詳
し
く
、
こ
の
二
つ
の
形
容
動
詞
の
使
い

分
け
に
つ
い
て
、
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

六
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
比
較
考
察
（
そ
の
2
）

　
初
め
に
、
前
の
号
に
書
き
記
し
た
比
較
考
察
の
概
略
を
、
述
べ

る
こ
と
に
す
る
。

　
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
は
、
共
に
上
代
か
ら
現
代
ま
で
用
い
続
け

ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
頻
度
数
は
、
断
然
オ
ロ
カ

の
方
が
、
オ
ロ
ソ
カ
を
上
回
っ
て
い
る
。

例
え
ば
『
古
今
和
歌
集
』
を
見
る
と
、
オ
ロ
ソ
カ
一
に
対
し
て

オ
ロ
カ
が
二
、
以
下
、
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
、
六
対
三
十
｝
、

『
源
氏
物
語
』
九
対
百
三
十
一
、
『
平
家
物
語
』
二
対
二
十
八
、

『
徒
然
草
』
三
対
三
十
一
、
『
天
草
本
平
家
物
語
』
六
対
十
二
、

『
西
鶴
作
品
』
三
対
二
士
ハ
と
、
い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
オ
ロ
カ



は
、
オ
ロ
ソ
カ
の
約
二
～
十
倍
以
上
の
量
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
オ
ロ
カ
は
ほ
と
ん
ど
の
文
学
作
品
に
出
て
来
る
が
、

オ
ロ
ソ
カ
の
場
合
、
そ
の
用
例
が
皆
無
と
い
う
も
の
が
、
私
が
目

を
通
し
て
み
た
だ
け
で
も
、
『
万
葉
集
』
『
大
和
物
語
』
『
落
窪

物
語
』
『
蜻
蛉
日
記
』
『
枕
草
子
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
狭
衣

物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
一
一
一
易
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』

『
今
鏡
』
『
今
昔
物
語
集
』
『
水
鏡
』
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』

『
古
本
説
話
集
』
『
保
元
物
語
』
『
曽
我
物
語
』
『
義
経
記
』
『

御
伽
草
子
』
『
ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
』
『
雨
月
物
語
』
『
浮
世
床
』

な
ど
、
か
な
り
多
い
。

　
そ
し
て
、
右
の
作
品
群
を
見
る
と
、
時
代
的
に
は
、
上
代
か
ら

近
世
ま
で
、
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ル
の
点
で
も
、
多
方
面
に
わ
た
っ
て

オ
ロ
ソ
カ
の
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ほ
ど
使
用
量
に
大
差
の
あ
る
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ

カ
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
い
さ
さ
か
た
め
ら
わ
れ
る
が
、

と
も
か
く
同
一
作
品
中
で
、
こ
の
両
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、

そ
の
使
い
分
け
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
注
目
し
て
「

以
下
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
そ
の
前
に
、
ま
ず
種
々
の
用
例
を
吟
味
し
た
結
果
、
分
類
し
得

た
オ
ロ
カ
、
お
よ
び
オ
ロ
ソ
カ
の
意
味
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。
〈
注
2
＞

オ
ロ
カ
　
ヒ

　
　
　
　
　
エIII　II

オ
ロ
ソ
カ
　
ー

　
　
　
　
　
1
1

　
　
　
　
　
W

　
　
　
　
　
V

　
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る

　
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い

　
コ
冒
ヘ
バ
オ
ロ
カ
ナ
リ
」
式
の
慣
用
句

①
知
恵
が
足
り
な
い
、
愚
鈍
で
あ
る

②
つ
ま
ら
な
い
、
く
だ
ら
な
い

③
未
熟
で
あ
る
、
下
手
で
あ
る

④
劣
る
、
足
り
な
い

透
き
間
が
多
い
、
ま
ば
ら
な

簡
素
な
、
粗
末
な
、
み
す
ぼ
ら
し
い

そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い

い
い
加
減
な
、
疎
略
な

劣
る
、
よ
く
な
い
、
す
ぐ
れ
な
い

　
右
の
よ
う
に
、
－
オ
ロ
カ
を
七
つ
、
オ
ロ
ソ
カ
を
五
つ
に
分
類
し

て
み
た
。
こ
の
う
ち
、
オ
ロ
カ
の
H
お
よ
び
m
、
そ
し
て
オ
ロ
ソ

カ
の
I
H
V
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
独
自
の
用
法

で
あ
り
、
比
較
の
対
象
に
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
オ
ロ
カ
の
m

④
と
オ
ロ
ソ
カ
の
V
は
意
味
が
似
て
い
る
が
、
オ
ロ
カ
の
m
④
の

方
は
、
近
世
に
な
っ
て
、
初
め
て
出
て
来
た
類
型
化
し
た
特
殊
な

用
法
な
の
で
、
こ
れ
ま
た
、
対
象
外
と
な
る
。
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結
局
、
「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を
有
す

る
オ
ロ
カ
の
ー
と
オ
ロ
ソ
カ
の
W
、
そ
し
て
、
　
「
そ
っ
け
な
い
、

冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
義
を
表
す
オ
ロ
カ
の
1
9
　
と
オ
ロ

ソ
カ
の
m
が
、
共
に
類
似
し
て
い
て
、
比
較
の
対
象
と
な
り
得
る

も
の
と
言
え
る
。

　
さ
て
、
今
回
私
が
調
査
し
た
六
十
有
余
の
文
献
の
中
で
、
右
の

二
つ
の
意
味
を
持
つ
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
が
、
共
に
使
わ
れ
て
い

た
も
の
と
い
う
と
、
わ
ず
か
に
士
ハ
作
品
だ
け
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
そ
の
作
品
名
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
数
と
共

に
左
に
表
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
表
は
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ

ソ
カ
と
も
、
上
段
の
数
字
が
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
の

意
味
を
表
す
も
の
、
下
段
の
方
は
、
　
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、

よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
意
味
に
取
れ
る
も
の
を
示
し
て
い
る
。

竹
　
　
取
　
　
物
語

F古

W
和
歌
集

作
品
名

二 一

三 ○

オ
男

○ 一

一 ○

召
労

増
　
　
　
　
　
　
鏡

徒
　
　
　
然
　
　
　
草

沙
石
集

十
訓
抄

平
家
物
語

発
心
集

紫
式
部
日
記

源
氏
物
語

宇
津
保
物
語

六 三 一 三 五 三 五 一

九
〇 ≡

＿4 ○ ・○
一 四

一 二 ○
三
七 三

一 一 八 一 一 ○ 一 一 三 1　　　＿一

○ ○ ○ ○ ’
○ 一 ○ ○ 一

査
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近
　
　
松
　
　
作
品

西
　
　
鶴
　
　
作
品

天
草
本
平
家

一 二 一 二

○ ○ ○ ○

二 一一 五 二

○ 二 ○ ○

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
士
ハ
作
品
の
用
例
を
詳
し
く
見
て
い
く
に
際

し
、
当
然
間
題
に
す
べ
き
な
の
が
、
異
文
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い

う
点
に
な
る
。
そ
こ
で
、
一
つ
一
つ
の
用
例
を
取
り
挙
げ
そ
の
校

異
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
『
古
今
和
歌
集
』
『
大
鏡
』
『
平
家

物
語
』
『
沙
石
集
』
の
四
作
品
に
つ
い
て
は
、
オ
ロ
カ
も
し
く
は

オ
ロ
ソ
カ
の
用
例
が
、
一
つ
し
か
出
て
来
な
い
上
に
、
明
ら
か
に

異
文
が
見
ら
れ
た
。
〈
注
3
＞

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
四
作
品
は
、
明
確
な
オ
ロ
カ
・
オ
ロ

ソ
カ
の
用
例
と
は
言
い
難
く
、
考
察
の
対
象
か
ら
は
外
さ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
こ
で
、
残
っ
た
十
二
作
品
の
う
ち
、
同
義
の
も
の
が

オ
ロ
カ
に
も
オ
ロ
ソ
カ
に
も
見
ら
れ
た
場
合
に
注
目
し
、
以
下
、

A
「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
な
」
、
B
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡

な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
ニ
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
細
か
く
見
て

行
く
こ
と
に
し
た
い
。

A
　
「
　
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
　
」

　
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
『
竹
取
物
語
』
と
『
発
心
集
』
に
は
、

こ
の
意
の
オ
ロ
ソ
カ
の
例
が
な
い
の
で
、
お
の
ず
か
ら
、
対
象
外

と
な
る
。

　
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
十
作
品
に
つ
い
て
調
べ
て
行
く
こ
と
に

な
る
が
、
以
下
、
な
ぜ
、
同
一
作
品
の
中
で
、
同
じ
「
い
い
加
減

な
、
疎
略
で
あ
る
」
の
義
を
表
す
の
に
、
一
方
は
オ
ロ
カ
に
し
、

も
う
一
方
は
オ
ロ
ソ
カ
に
し
た
の
か
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
使
い
分

け
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
、
用
例
の
少
な
い
方
を
中
心
に
し
て

時
代
順
、
作
品
別
に
な
が
め
る
こ
と
に
す
る
。

轟
宇
津
保
物
語

　
こ
の
作
品
で
は
、
　
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を

表
す
オ
ロ
ソ
カ
は
一
例
だ
け
出
て
来
る
。

o
「
奪
（
ば
）
ひ
え
つ
。
こ
れ
や
こ
の
お
し
み
給
み
む
す
め
。

な
め
き
つ
み
ぞ
は
か
ら
る
》
。
を
う
そ
か
な
る
つ
み
ぞ
れ
う

ぜ
ら
る
》
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
の
君
）

甲
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通
釈
す
る
と
、
こ
こ
は
、
　
「
奪
い
取
っ
た
ぞ
。
こ
れ
こ
そ
あ
の

左
大
将
が
大
事
に
し
て
い
る
姫
で
あ
る
。
こ
れ
者
ど
も
、
無
礼
の

罪
は
罰
せ
ら
れ
る
ぞ
。
疎
略
の
罪
は
苛
酷
に
処
せ
ら
れ
る
ぞ
。
こ

れ
博
打
（
ば
く
ち
）
ど
も
」
と
な
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
部
分
は
、
あ
て
宮
掠
奪
の
計
画
を
実
行
し
た
上
野

宮
方
の
博
打
や
京
童
部
が
一
の
車
を
奪
っ
た
時
に
発
し
た
言
葉
で

あ
り
、
こ
の
文
で
、
オ
ロ
ソ
カ
は
連
体
形
と
し
て
、
そ
の
前
の
形

容
詞
ナ
メ
シ
同
様
、
ツ
ミ
（
罪
）
と
い
う
体
一
冨
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
こ
の
意
味
に
取
れ
る
オ
ロ
カ
の
方
は
、
十
三
例
出
て
来

る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
下
に
打
消
・
疑
問
・
反
語
・
仮
定
の

意
味
を
伴
っ
て
い
る
。
右
の
オ
ロ
ソ
カ
の
よ
う
に
、
連
体
形
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
左
に
示
す
わ
ず
か
一
例
だ
け
で
あ

る
。

0

「
を
う
か
な
る
御
ま
も
り
か
」

（
楼
上
・
上
）

　
こ
こ
は
、
　
「
私
（
兼
雅
）
は
、
あ
な
た
（
兼
雅
北
方
）
に
と
っ

て
、
疎
か
な
護
衛
兵
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
訳
す
こ
と
が
出

来
る
。
よ
っ
て
、
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
、
同
じ
「
い
い
加
減
な
、

疎
略
で
あ
る
」
の
意
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
オ
ロ
ソ
カ
の
方
は
、

連
体
形
と
し
て
「
罪
」
と
い
う
抽
象
名
詞
に
か
か
り
、
オ
ロ
カ
は

対
人
関
係
の
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
で
も
い
う
こ
と
が
言
え

よ
う
か
。

夢
源
氏
物
語

　
三
例
し
か
な
い
オ
ロ
ソ
カ
の
う
ち
、
二
例
は
異
文
が
見
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
オ
ロ
ソ
カ
の
確
か
な
例
と
は
言
い
難
く
割
愛
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
残
っ
た
一
例
は
、
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

o
［
桐
壷
帝
］
　
「
内
蔵
寮
（
く
ら
つ
か
さ
）
・
穀
倉
院
（
こ
く

さ
う
ゐ
ん
）
な
ど
、
公
事
（
お
ほ
や
け
ご
と
）
に
仕
（
つ
か

う
ま
つ
れ
る
、
お
ろ
そ
か
な
る
事
も
ぞ
」
と
、
と
り
わ
き
仰

せ
言
あ
り
て
、
　
［
儀
式
係
ハ
］
清
ら
を
尽
く
し
て
仕
（
つ
か
）

う
ま
つ
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壷
）

　
右
の
会
話
の
部
分
は
「
内
蔵
寮
や
穀
倉
院
な
ど
が
お
役
所
仕
事

と
し
て
奉
仕
し
た
の
で
は
疎
略
な
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
」
と

解
釈
出
来
、
オ
ロ
ソ
カ
は
連
体
形
と
し
て
「
事
」
に
か
か
っ
て
い

る
。　

一
方
、
　
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を
有
す
る
オ

ロ
カ
は
『
源
氏
物
語
』
に
九
十
例
出
て
来
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
、
先
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
時
と
同
じ
く
、
下
に
打
消
を
伴
っ

た
り
、
反
語
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
た
り
、
仮
定
の
意
味
に
続
く

も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
オ
ロ
カ
が
先
述
し
た
オ
ロ
ソ
カ
の
よ
う
に
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連
体
形
と
し
て
使
わ
れ
た
例
は
わ
ず
か
に
左
の
三
つ
だ
け
で
あ
る
。

o
「
宮
、
き
こ
し
め
し
つ
け
て
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
の
疎
な
る

に
ぞ
、
さ
い
な
ま
れ
む
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
）

o
す
こ
し
も
、
疎
な
る
を
ば
、
　
「
め
ざ
ま
し
」
と
、
思
ひ
聞
え

給
へ
る
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紅
葉
賀
）

o
「
も
と
よ
り
お
ろ
か
な
る
、
心
の
怠
り
に
こ
そ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
裏
葉
）

　
右
を
順
に
解
釈
す
る
と
、
　
「
も
し
父
宮
が
こ
の
事
情
を
き
っ
と

お
聞
き
つ
け
な
さ
る
な
ら
ば
、
紫
上
の
お
側
に
付
い
て
い
る
女
房

ど
も
の
不
行
届
き
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
宮
か
ら
叱
ら
れ
ま
し
よ

う
」
　
「
源
氏
が
少
し
で
も
疎
略
に
扱
う
の
を
ば
、
葵
上
は
『
心
外

だ
』
と
不
快
に
思
い
申
し
な
さ
る
け
れ
ど
も
」
　
「
［
夕
霧
∠
薔
葉

デ
］
も
と
も
と
私
の
不
行
届
き
の
怠
慢
と
思
わ
れ
ま
す
よ
」
と
な

る
。
つ
ま
り
、
オ
ロ
カ
は
、
女
房
達
、
源
氏
、
夕
霧
の
い
い
加
減

な
仕
事
や
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
人
に
対
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
場

合
も
、
『
宇
津
保
物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
ロ
ソ
カ
は
抽
象
的

で
漠
然
と
し
た
こ
と
に
か
か
り
、
オ
ロ
カ
は
人
間
関
係
を
言
う
場

合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

争
紫
式
部
日
記

　
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
な
」
の
意
味
を
有
す
る
オ
ロ
カ
、

ソ
カ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
出
て
来
る
。

オ
ロ

o
み
か
ど
つ
か
さ
な
ど
や
う
の
も
の
に
や
あ
ら
ん
、
お
ろ
そ
か

に
さ
う
そ
き
け
さ
う
じ
つ
Σ

o
か
〉
ら
ぬ
年
だ
に
御
覧
の
日
の
童
の
心
地
ど
も
は
お
ろ
か
な

ら
ざ
る
も
の
を
、
ま
し
て
い
か
な
ら
ん
な
ど
心
も
と
な
く
ゆ

か
し
き
に

　
オ
ロ
ソ
カ
の
方
は
装
束
の
つ
け
方
や
化
粧
の
仕
方
に
つ
い
て
用

い
、
オ
ロ
カ
は
、
下
に
打
消
し
の
語
が
来
て
は
い
る
が
、
童
の
気

持
ち
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
又
、
人
に
対
し
て
使
っ

て
い
る
か
い
な
い
か
の
違
い
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

る
十
訓
抄

　
こ
れ
ま
で
の
三
作
品
に
対
し
て
、
十
三
世
紀
の
半
ば
に
成
っ
た

こ
の
説
話
集
で
は
、
　
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
な
」
の
意
味
に
取
れ

る
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
オ
カ
が
左
の
よ
う
に
一
例
ず
つ
見
え
る
。

〇
ニ
ツ
具
セ
ン
事
ナ
ヲ
カ
タ
ク
ハ
、
セ
メ
テ
慈
悲
ハ
オ
ロ
ソ
カ

ナ
リ
ト
モ
質
正
ナ
ラ
ン
ト
思
へ
。
　
　
　
　
（
上
・
六
）
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o
中
ニ
モ
氏
ヲ
ウ
ケ
タ
ル
物
、
芸
ヲ
ロ
カ
ニ
シ
テ
氏
ヲ
継
又
類

ア
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
・
十
）

　
右
の
オ
ロ
ソ
カ
の
場
合
は
、
　
「
慈
悲
」
と
い
う
抽
象
名
詞
に
用

い
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
使
い
方
と
言
え
る
。
一
方

オ
ロ
カ
の
方
は
、
　
「
芸
」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
、
中
古
で

考
察
し
て
来
た
用
法
と
は
だ
い
ぶ
違
う
。
先
に
オ
ロ
ソ
カ
の
通
時

的
考
察
を
し
た
際
に
も
述
べ
た
が
、
　
「
芸
」
に
対
し
て
は
、
む
し

ろ
『
風
姿
花
伝
』
や
『
至
花
道
』
に
例
が
出
て
来
た
よ
う
に
、
オ

ロ
カ
よ
り
も
オ
ロ
ソ
カ
を
使
う
方
が
普
通
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
右

の
オ
ロ
カ
の
用
法
は
、
オ
ロ
ソ
カ
の
領
域
に
ま
で
、
オ
ロ
カ
が
踏

み
込
ん
で
来
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
文
は
順
に
「
年
取
っ
た
人
は
精
神
が
衰
え
、
（
外
物
に
対

し
て
も
）
あ
っ
さ
り
と
し
て
疎
略
に
な
り
、
動
揺
す
る
こ
と
が
な

い
」
　
「
け
れ
ど
も
（
そ
う
い
う
専
門
外
の
と
こ
ろ
で
は
）
お
ろ
そ

か
に
し
て
い
る
自
分
の
専
門
の
道
よ
り
も
や
っ
ぱ
父
か
ら
は
見

く
だ
さ
れ
る
に
違
い
な
い
」
　
「
現
在
で
は
こ
れ
（
芸
道
）
で
世
を

治
め
る
こ
と
が
し
だ
い
に
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
」

と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
作
品
の
場
台
も
、
オ
ロ
ソ
カ
は
、

今
ま
で
と
類
似
し
た
用
法
で
問
題
は
な
い
が
、
オ
ロ
カ
は
「
専
門

の
道
」
と
か
「
芸
の
道
」
に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
先
の

『
十
訓
抄
』
同
様
、
本
来
な
ら
オ
ロ
ソ
カ
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
又
、
オ
ロ
カ
が
オ
ロ
ソ
カ
の
用
法
範

囲
に
ま
で
入
り
込
ん
で
来
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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⑫
徒
然
草

　
オ
ロ
ソ
カ
一
例
、

オ
ロ
カ
ニ
例
を
ま
ず
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

轟
増
鏡

　
オ
ロ
ソ
カ
、

オ
ロ
カ
各
一
例
ず
つ
見
え
る
。

o
老
い
ぬ
る
人
は
、
精
神
お
と
ろ
へ
、
淡
く
お
ろ
そ
か
に
し
て

感
じ
動
く
と
こ
ろ
な
し
。
　
　
　
　
　
（
百
七
十
二
段
）

o
さ
れ
ど
、
お
ろ
か
な
る
己
（
お
の
れ
）
が
道
よ
り
は
、
な
ほ

人
に
思
ひ
侮
ら
れ
ぬ
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
（
八
十
段
）

o
今
の
世
に
は
こ
れ
を
も
ち
て
世
を
治
む
る
事
、
漸
く
お
ろ
か

な
る
に
似
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
二
十
二
段
）

o
武
家
の
目
（
ま
）
び
き
に
て
の
み
、
お
ほ
や
け
ざ
ま
の
事
は

よ
う
つ
お
ろ
そ
か
に
そ
し
け
る
。
　
　
　
　
　
　
（
十
六
）

o
お
ろ
か
な
る
契
り
だ
に
か
》
る
筋
の
あ
は
れ
は
浅
く
や
は
侍

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

オ
ロ
ソ
カ
の
方
は
「
武
家
の
目
つ
き
ば
か
り
に
気
を
使
っ
て
、



朝
廷
の
方
の
こ
と
は
、
万
事
に
わ
た
っ
て
疎
略
に
し
た
」
と
、
又

オ
ロ
カ
の
方
は
「
ほ
ん
の
一
通
り
の
夫
婦
仲
で
あ
っ
て
さ
え
、
こ

の
よ
う
に
再
会
の
望
み
の
な
い
生
き
別
れ
の
悲
し
さ
は
、
浅
い
事

が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
　
（
い
や
、
あ
り
ま
せ
ん
）
」
と
解
釈
で
き

る
。
要
す
る
に
、
こ
の
作
品
で
も
、
オ
ロ
ソ
カ
は
「
公
事
」
と
い

う
抽
象
名
詞
に
か
か
っ
て
い
て
、
特
に
問
題
は
な
い
が
、
オ
ロ
カ

の
方
は
人
間
に
関
す
る
も
の
と
は
言
え
、
「
契
り
」
と
い
う
具
体

的
で
は
な
い
言
葉
を
形
容
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た

中
古
の
用
法
と
同
じ
も
の
と
は
言
え
な
い
。

争
謡
曲

　
謡
曲
と
言
っ
て
も
、
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
で
、
比
較
す
る

の
に
余
り
い
い
例
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
取
り
あ
え

ず
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
と
解
釈
出
来
る
も
の
は
、
オ

ロ
ソ
カ
ニ
例
、
オ
ロ
カ
が
一
例
出
て
来
た
の
で
、
挙
げ
て
み
た
い
。

o
そ
れ
和
光
同
塵
の
御
垂
　
何
れ
以
て
疎
か
な
ら
ね
ど
、
威
光

を
四
方
に
現
し
給
ふ
は
、
こ
れ
八
剣
の
神
徳
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
太
夫
）

o
誰
も
皆
こ
と
も
お
ろ
そ
か
な
り
と
て
設
け
な
ど
し
た
り
け
れ

ど
。
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
采
女
）

o
恨
め
し
や
あ
れ
程
母
の
ま
し
ま
す
を
思
ひ
隔
て
て
山
鳥
の
を

う
か
に
見
さ
せ
給
ふ
か
と
鏡
の
前
に
泣
き
居
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
山
鏡
）

　
オ
ロ
ソ
カ
の
方
は
最
初
の
例
が
「
御
垂
　
」
つ
ま
り
「
神
仏
」

に
対
し
て
、
ま
た
後
の
方
は
「
待
遇
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
抽
象
名
詞
に
掛
か
っ
て
い
る
と
言

え
る
。
一
方
、
オ
ロ
カ
の
方
は
、
　
「
山
鳥
の
」
と
い
う
語
を
「
隔

て
」
の
縁
で
出
し
、
　
「
山
鳥
の
を
ろ
」
と
言
い
掛
け
て
、
　
「
を
う

か
」
の
序
と
し
て
い
る
。
〈
注
4
＞

　
通
釈
す
る
と
「
あ
あ
恨
め
し
い
。
あ
れ
程
は
っ
き
り
と
御
母
様

が
お
見
え
に
な
る
の
に
、
薄
情
な
お
心
で
疎
略
に
御
覧
に
な
る
の

で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
。
こ
こ
で
の
オ
ロ
カ
は
掛
詞
の
よ

う
に
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て
、
オ
ロ
カ
の
純
粋
な
用
法
と
は
言
い

難
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
謡
曲
で
は
、
オ
ロ
ソ
カ
の
最
初
の
例
に
注

目
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
例
で
オ
ロ
ソ
カ
は
打
消
の
語
を

伴
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
用
法
が
こ
れ
ま
で
に
も
決
し
て
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
謡
曲
二
百
五
十
番
中
で
、
オ
ロ
ソ
カ
は
た

っ
た
二
つ
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
う
ち
の
一
例
が
打
消
の

語
を
伴
っ
て
い
る
と
言
う
の
は
、
確
率
と
し
て
は
非
常
に
高
い
。

そ
し
て
、
打
消
の
語
が
下
に
来
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
来

た
限
り
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
オ
ロ
ソ
カ
よ
り
も
オ
ロ
カ
で
あ

る
。
先
に
、
中
世
に
入
る
と
オ
ロ
カ
の
用
法
が
広
が
っ
て
、
オ
ロ
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ソ
カ
の
領
域
を
侵
し
始
め
た
旨
述
べ
た
が
、
こ
の
場
合
は
、
反
対

に
オ
ロ
ソ
カ
が
オ
ロ
カ
独
特
の
用
法
に
接
近
し
て
来
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
に
藏
然
と
し
た
使
い
分

け
が
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
用
法
が
似
て
来
た
と
言
え

そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
作
品
を
見
る
と

よ
り
一
層
は
っ
き
り
と
す
る
。

蔭
天
草
本
平
家
物
語

　
ま
ず
オ
ロ
カ
一
例
、

オ
ロ
ソ
カ
ニ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

o
い
つ
れ
も
お
嘆
き
の
を
う
か
な
こ
と
わ
ご
ざ
ら
な
ん
だ
れ
ど

も
・
・
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
ご

o
年
来
申
し
承
っ
て
の
ち
は
い
さ
さ
か
も
を
う
そ
か
に
わ
存
ぜ

な
ん
だ
れ
ど
も
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
）

o
今
度
討
た
れ
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
北
の
方
い
つ
れ
か
を
う
そ

か
な
こ
と
が
ご
ざ
ら
う
そ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
）

　
右
に
挙
げ
た
オ
ロ
カ
と
、
オ
ロ
ソ
カ
の
初
め
の
例
は
明
ら
か
に

類
似
し
て
い
る
。
オ
ロ
ソ
カ
の
二
番
目
の
例
も
、
疑
問
の
詞
と
併

用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
今
ま
で
は
む
し
ろ
オ
ロ
カ
の
用
法

の
一
つ
と
し
て
よ
く
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
前
の
謡
曲
の
と
こ

ろ
で
も
一
寸
触
れ
た
が
、
こ
こ
に
来
て
一
層
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ

カ
の
用
法
が
よ
く
似
て
来
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

争
西
鶴
作
品

　
参
考
に
し
た
西
鶴
の
い
く
つ
か
の
作
品
の
う
ち
、
「
い
い
加
減

な
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を
表
す
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
は
、
図

ら
ず
も
『
男
色
大
鑑
』
と
い
う
同
一
作
品
に
出
て
来
た
の
で
、
比

較
考
察
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
左
に
記
す

オ
ロ
カ
ニ
例
、
オ
ロ
ソ
カ
一
例
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

れ
又
、
い
ず
れ
も
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
い
て
、
用
法
上
こ
れ

と
言
っ
た
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
。

o
こ
れ
ぞ
よ
し
や
難
波
の
大
寺
に
た
た
せ
給
ふ
愛
染
明
王
、
役

者
お
ろ
か
な
ら
ず
祈
り
て
…
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
）

o
万
に
つ
け
て
お
ろ
か
な
る
事
も
な
く
見
え
わ
た
り
た
る
中
に

も
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
七
）

o
其
身
美
道
の
意
気
を
お
ろ
そ
か
に
は
思
は
ぬ
故
ぞ
か
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
六
）

争
近
松
作
品

近
松
の
も
の
は
、
す
べ
て
が
同
じ
作
品
で
は
な
か
っ
た
が
、
オ

ロ
ソ
カ
ニ
例
、
オ
ロ
カ
一
例
い
ず
れ
も
前
に
西
鶴
の
と
こ
ろ
で
述

べ
た
よ
う
に
、
打
消
の
語
が
下
に
来
て
い
る
。
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〇
一
向
（
ひ
た
す
ら
）
世
の
め
ぐ
み
と
明
暮
に
を
う
そ
か
な
ら

ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
根
崎
心
中
）

o
撞
鐘
（
つ
き
か
ね
）
を
お
ろ
そ
か
に
つ
く
べ
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
博
多
小
女
郎
波
枕
）

o
家
賃
と
い
へ
ば
、
ニ
ケ
月
、
三
ケ
月
先
へ
は
や
れ
ど
滞
ら
ず
、

町
義
、
付
合
お
ろ
か
も
な
き
身
　
　
（
博
多
小
女
郎
波
枕
）

蚤
竹
取
物
語

　
オ
ロ
ソ
カ
一
例
か
ら
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

o
う
め
る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
は
つ
か
し
げ
に
お
ろ

そ
か
な
る
や
う
に
い
ひ
け
れ
ば
、
心
の
ま
》
に
も
え
責
め
ず
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
場
合
も
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
共
に
意
味
が

同
じ
で
、
し
か
も
、
用
法
的
に
も
特
別
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

　
以
上
で
、
　
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
を
有
す
る

オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
が
出
て
来
た
作
品
に
つ
い
て
の
比
較
考
察
を

終
え
る
。

　
右
は
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
「
こ
ち
ら
が
気
恥
ず
か
し
い
ほ
ど
に

そ
っ
け
な
く
言
う
も
の
だ
か
ら
」
と
翁
が
感
じ
る
場
面
で
あ
る
。

連
体
形
オ
ロ
ソ
カ
は
形
状
言
「
や
う
（
様
）
」
に
掛
か
り
、
　
「
言

い
方
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
オ
ロ
カ
は

三
例
出
て
来
る
が
、
う
ち
二
例
は
下
に
打
消
を
伴
っ
た
り
、
反
語

表
現
の
中
で
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
る
。
連
体
形
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
の
は
、
左
に
記
す
一
例
だ
け
で
あ
る
。

B
　
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」

　
右
に
記
し
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
が

い
ず
れ
も
出
て
来
て
、
そ
の
う
え
、
異
文
も
見
ら
れ
な
い
の
は
、

わ
ず
か
に
『
竹
取
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
発
心
集
』
の
三
作

品
だ
け
で
あ
る
。
又
、
こ
こ
で
も
作
品
別
に
な
が
め
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

o
お
ろ
か
な
る
人
は
「
よ
う
な
き
あ
り
き
は
よ
く
な
か
り
け
り
」

と
て
こ
ず
な
り
に
け
り
。

　
オ
ロ
カ
は
こ
こ
で
「
人
」
に
掛
か
り
、
　
「
か
ぐ
や
姫
に
対
し
て

そ
っ
け
な
い
人
」
の
意
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
竹
取
物
語
』

の
場
合
、
オ
ロ
ソ
カ
が
抽
象
的
な
名
詞
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
オ
ロ
カ
は
具
体
的
な
「
人
」
に
掛
か
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
相
違
は
、
A
の
「
い
い
加
減
な
、
疎
略
で
あ
る
」
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の
中
古
作
品
の
と
こ
ろ
で
、

が
な
い
。

考
察
し
て
き
た
も
の
と
何
ら
変
わ
り

品
宇
津
保
物
語

　
こ
の
作
晶
で
は
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」

の
義
に
と
れ
る
オ
ロ
カ
が
十
二
例
、
オ
ロ
ソ
カ
が
五
例
出
て
来
る

が
、
そ
れ
ら
を
な
が
め
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と

と
相
違
し
て
い
る
点
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
ま
ず
、
五
例
の
オ
ロ
ソ

カ
の
う
ち
、
四
例
ま
で
は
、
反
董
表
現
の
中
で
用
い
ら
れ
た
り
、

下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
い
た
り
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
む

し
ろ
、
他
の
中
古
作
品
で
は
、
オ
ロ
カ
の
方
に
見
ら
れ
た
特
徴
で

あ
る
。
オ
ロ
ソ
カ
が
出
て
来
る
中
古
作
品
の
、
『
竹
取
物
語
』
一

例
、
『
源
氏
物
語
』
，
九
例
、
『
紫
式
部
日
記
』
一
例
、
『
大
鏡
』

一
例
、
い
ず
れ
も
、
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
い
た
り
な
ど
せ
ず
、

平
叙
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
宇
津
保
物
語
』

の
オ
ロ
ソ
カ
の
用
法
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
オ
ロ
カ
に
近
く
、

き
わ
め
て
特
徴
的
と
言
え
る
。
．

　
又
、
オ
ロ
カ
の
方
を
見
る
と
、
も
ち
ろ
ん
下
に
打
消
の
語
を
伴

う
例
も
出
て
来
る
が
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
連
用
形
又
は
連
体
形

で
使
わ
れ
、
し
か
も
具
体
的
な
人
や
物
に
掛
か
っ
て
は
い
な
い
も

の
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
髄

o
「
い
ぬ
宮
な
ど
を
を
う
か
に
お
ぼ
し
た
る
に
こ
そ
は
べ
め
れ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楼
上
・
上
）

o
「
こ
の
人
々
ど
も
は
い
も
う
と
の
た
め
ぞ
を
う
か
な
る
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
譲
・
上
）

　
初
め
の
方
は
「
あ
な
た
は
犬
宮
の
事
な
ど
を
そ
っ
け
な
く
思
召

し
て
お
い
で
だ
か
ら
で
す
」
、
次
の
例
は
「
こ
の
兄
達
は
妹
に
冷

淡
だ
よ
」
と
解
釈
出
来
る
。
い
ず
れ
も
「
思
い
方
」
と
か
「
扱
い

の
方
法
」
な
ど
抽
象
的
な
事
柄
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
先
述
し
た
よ
う
に
、
明
ら
か
に
オ
ロ
ソ
カ
の
用
法
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
こ
の
場
合
は
オ
ロ
カ
が
、
オ
ロ
ソ
カ
に
と
て
も
接
近
し
た

使
い
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
こ
の
作
品
で
は
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
の
間
に
、
．
は
っ

き
り
し
た
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、
次
に
示
す

二
群
の
事
例
を
見
る
と
、
よ
り
一
層
は
っ
き
り
す
る
。

o
猶
わ
が
み
こ
を
を
う
か
に
は
思
は
ざ
り
け
り
と
お
ぼ
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
楼
上
・
上
）

o
上
は
お
ろ
そ
か
に
は
お
も
は
ぬ
な
め
り
。
　
（
蔵
開
・
中
）

最
初
に
掲
げ
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
下
に
「
思
わ
な
い
」
と

い
う
打
消
の
語
を
伴
っ
て
い
な
が
ら
、
一
方
に
は
オ
ロ
カ
、
も
う
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一
方
に
は
オ
ロ
ソ
カ
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
間
に
特
別
な
使

い
分
け
の
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の

群
を
見
る
と
、

o
こ
の
御
中
ど
も
お
ろ
か
な
る
に
あ
ら
ず
。
　
（
国
譲
・
下
）

o
い
つ
く
に
も
い
か
で
見
給
ふ
れ
ば
を
う
そ
か
な
る
御
中
ど
も

に
も
侍
ら
ざ
め
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
譲
・
中
）

　
こ
れ
ら
も
、
二
つ
揃
っ
て
よ
く
似
た
文
章
で
あ
る
の
に
、
オ
ロ

カ
で
表
す
場
台
と
、
オ
ロ
ソ
カ
を
使
っ
て
い
る
場
合
と
が
見
ら
れ

る
。
以
上
の
事
か
ら
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
「
そ
っ
け
な

い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
意
味
を
示
す
オ
ロ
カ
・
オ
ロ

ソ
カ
は
、
明
確
な
使
い
分
け
が
見
出
だ
さ
れ
ず
、
大
い
に
注
目
す

べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。

垂
発
心
集

　
オ
ロ
カ
、

す
る
。

オ
ロ
ソ
カ
そ
れ
ぞ
れ
一
例
を
、
ま
ず
掲
げ
る
こ
と
に

o
事
に
ふ
れ
て
妻
も
男
も
お
ろ
か
な
ら
ぬ
や
う
に
て
年
月
を
送

る
程
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
ノ
十
二
）

o
兄
の
お
の
こ
、
ま
Σ
母
の
た
め
に
露
も
お
ろ
そ
か
な
ら
ず
。

（
第
六
ノ
ニ
）

　
中
世
の
初
め
に
成
っ
た
こ
の
説
話
集
で
は
、
　
「
そ
っ
け
な
い
、

冷
淡
な
」
の
意
味
に
取
れ
る
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
が
右
の
よ
う
に

一
例
ず
つ
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
用
法
は
い
ず
れ
も
下
に
打
消
の

語
を
伴
い
、
人
間
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
点
で
よ
く
似
て
い

る
。
よ
っ
て
、
こ
の
例
で
見
る
か
ぎ
り
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の

間
に
特
別
な
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
が
、
共
に
「
い
い
加
減
な
、
疎
略

で
あ
る
」
の
意
を
表
す
場
合
、
お
よ
び
「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、

よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
意
味
を
有
す
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

考
察
を
加
え
、
な
ぜ
同
義
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
を
オ
ロ
カ
に
し
、

も
う
一
方
を
オ
ロ
ソ
カ
と
用
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
っ
て
み

た
。
そ
の
結
果
、
古
く
は
二
語
の
間
に
区
別
が
存
し
て
い
た
と
し

て
も
、
す
で
に
中
古
の
作
品
に
お
い
て
、
こ
れ
と
言
っ
た
明
確
な

使
い
分
け
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
先
に
前
号
で
も
記
し
た
が
、
異
文
が
多
く
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
。
先
に
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
『
源

氏
物
語
』
で
は
、
た
だ
で
さ
え
少
な
い
オ
ロ
ソ
カ
九
例
の
う
ち
、

四
例
ま
で
、
オ
ロ
カ
と
書
か
れ
た
異
文
が
存
在
し
て
い
る
。
要
す

る
に
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
の
意
味
用
法
に
、
顕
著
な
区
別
さ
え
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存
し
て
い
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
異
文
を
生
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
こ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
す

べ
き
現
象
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
記
物
語
の
代
表
作
品
で

あ
る
十
三
世
紀
初
め
に
成
っ
た
『
平
家
物
語
』
と
、
内
容
的
に
ほ

ぼ
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
一
五
九
二
年
威
立
の
『
天
弾
呈
傘
平
家

物
語
』
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
平
家
物
語
』
で
オ
ロ
カ
と
書

か
れ
て
い
た
部
分
が
、
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
方
で
は
、
オ
ロ

ソ
カ
と
な
っ
て
い
る
例
が
出
て
来
る
。

o
年
来
申
承
は
っ
て
後
、
を
う
か
な
ら
ぬ
御
事
に
お
も
ひ
ま
い

ら
せ
候
へ
ど
も
…
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
・
巻
七
）

o
年
来
甲
し
承
っ
て
の
ち
は
い
さ
さ
か
も
を
う
そ
か
に
わ
存
ぜ

な
ん
だ
れ
ど
も
…
　
　
　
　
　
　
（
天
草
本
・
巻
三
）

o
今
度
一
の
谷
に
て
討
た
れ
さ
せ
た
ま
ひ
し
人
々
の
北
の
方
の

御
お
も
ひ
ど
も
、
い
つ
れ
か
お
ろ
か
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
さ
ぶ

ら
ふ
べ
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
家
・
巻
九
）

o
今
度
討
た
れ
さ
せ
ら
れ
た
人
々
の
北
の
方
い
つ
れ
か
を
う
そ

か
な
こ
と
が
ご
ざ
ら
う
そ
。
　
　
　
（
天
草
本
・
巻
四
）

右
の
例
な
ど
、
オ
ロ
カ
が
オ
ロ
ソ
カ
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る

の
で
、
両
語
の
用
法
が
混
同
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
の
一
つ
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
た
だ
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
の
意
味
用
法
が
類
似
し
て
い
る
と

言
っ
て
も
、
元
々
は
別
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
九

世
紀
末
も
し
く
は
十
世
紀
の
初
め
に
成
っ
た
と
言
わ
れ
る
現
存
最

古
の
漢
和
辞
書
『
新
撰
字
鏡
』
に
は
、
オ
ロ
カ
も
オ
ロ
ソ
カ
も
共

に
和
訓
の
例
が
出
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
親
字
も
意
味
も
違
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
オ
ロ
ソ
カ
は

恢
々
　
　
簡
也
　
　
於
呂
曾
加
ホ

　
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
恢
々
」
は
『
老
子
』
に
「
天
網
恢
々

疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
　
「
こ
ま
か
で
な
い
さ
ま
、

広
く
て
大
き
い
さ
ま
」
の
義
を
表
し
て
い
る
。
　
「
簡
」
は
「
お
お

ま
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
オ
ロ
カ
は

闇

不
明
之
白
　
劣
弱
也
　
暗
也
　
於
呂
加
奈
利

　
と
書
か
れ
て
い
て
、
　
「
明
る
く
な
い
、
劣
っ
て
い
て
弱
い
、
暗

い
」
な
ど
の
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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さ
ら
に
、
院
政
期
に
出
来
た
『
類
聚
名
義
抄
』
　
（
観
智
院
本
）

を
見
る
と
、
オ
ロ
ソ
カ
の
場
合
は
、
オ
ロ
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
平
平
、

オ
ロ
カ
で
は
上
上
と
な
っ
て
い
て
、
違
う
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
は

っ
き
り
す
る
。
し
か
も
、
『
名
義
抄
』
で
オ
ロ
ソ
カ
の
和
訓
が
つ

い
て
い
る
漢
字
を
見
る
と
、
　
「
疎
・
疏
・
稀
・
簡
・
麓
」
な
ど
「

う
と
い
、
あ
ら
い
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
オ
ロ
カ
と
訓
ま
れ
た
漢
字
は
「
魯
・
蚤
・
憧
・
少
・

療
・
略
・
獺
・
頑
・
凡
」
な
ど
、
ど
れ
も
「
お
ろ
か
、
に
ぶ
い
、

て
が
る
な
、
す
こ
し
」
の
義
を
表
し
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
古
く
は
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
の
二
語
に
は
、
類
似
性

、
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
思
う
に
、
オ
ロ
ソ
カ
は
原
義
的
に
は
、
本
来
密
な
も
の
が
、
透

き
間
が
多
く
て
ま
ば
ら
に
な
っ
た
状
態
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
オ
ロ
ソ
カ
の
オ
ロ
は
、
ア
ラ
（
粗
）
の

母
音
交
替
形
と
書
え
る
。
こ
の
「
透
き
間
が
多
く
て
ま
ば
ら
な
」

様
子
は
、
外
見
上
き
ち
ん
と
し
て
い
な
い
の
で
、
必
然
的
に
「
粗

末
で
み
す
ぼ
ら
し
い
」
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
人
の
言

動
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
と
、
　
「
い
い
加
減
で
疎
略
な
」
と
い
う

義
に
転
じ
、
さ
ら
に
人
間
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
間
が
親

密
で
な
い
こ
と
か
ら
、
「
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
意
味
に

な
る
。
そ
し
て
、
人
の
能
力
や
運
命
な
ど
抽
象
的
・
精
神
的
な
も

の
に
使
わ
れ
る
と
、
「
よ
く
な
い
、
劣
る
」
の
意
が
生
じ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
意
味
が
い
ろ
い
ろ
と
派
生
し
て
来
た
オ
ロ
ソ
カ

に
対
し
、
オ
ロ
カ
は
元
々
、
暗
く
て
は
っ
き
り
せ
ず
、
十
分
で
な

い
と
こ
ろ
か
ら
、
上
代
で
す
で
に
「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で

あ
る
」
の
義
と
、
　
「
知
恵
が
足
り
な
い
、
愚
鈍
で
あ
る
」
の
二
つ

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
が
中
古
に
入
る
と
、
　
「
い
い
加
減
で
あ
る
」
の
方
は
盛
ん

に
用
い
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
　
「
愚
鈍
で
あ
る
」
の
方
は
漢
文
訓

読
体
で
は
使
わ
れ
て
い
て
も
、
和
文
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
出
て
来

な
く
な
る
。
形
式
的
に
は
、
大
部
分
が
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
た

り
、
反
語
文
中
で
使
わ
れ
た
り
、
仮
定
の
意
味
を
示
し
た
り
す
る

「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
の
オ
ロ
カ
は
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
て
そ
の
用
例
数
が
減
少
し
て
来
る
。

　
一
方
、
　
「
知
恵
が
足
り
な
い
、
愚
鈍
で
あ
る
」
の
意
味
を
有
す

る
オ
ロ
カ
は
、
中
世
に
入
っ
て
和
漢
混
滑
文
体
の
作
品
が
多
く
な

る
と
用
例
数
が
増
え
、
特
に
仏
教
関
係
の
本
で
は
、
頻
繁
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
意
味
か
ら
派
生
し
て
、
感
嘆

文
の
中
で
使
用
さ
れ
る
「
つ
ま
ら
な
い
、
く
だ
ら
な
い
」
、
そ
し

て
、
技
術
的
未
熟
さ
を
表
す
「
未
熟
で
あ
る
、
下
手
で
あ
る
」
な

ど
の
義
も
生
じ
て
来
る
。

　
近
世
に
な
る
と
、
二
つ
の
も
の
を
並
べ
て
、
そ
の
間
に
優
劣
の

つ
か
な
い
こ
と
を
表
す
オ
ロ
カ
も
現
れ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ

オ
ロ
カ
の
用
法
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
　
「
…
と
一
言
ふ
も
オ
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ロ
カ
な
り
」
　
「
…
と
申
す
も
オ
ロ
カ
な
り
」
な
ど
慣
用
句
の

例
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
古
作
品
で
初
め
て
見
え
る
「
ま
だ
言
葉
が

十
分
で
な
い
さ
ま
」
　
「
表
現
し
き
れ
な
い
さ
ま
」
の
義
を
表
す
も

の
で
、
近
世
ま
で
質
量
共
に
非
常
に
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
オ
ロ
カ
の
用
法
は
、
オ
ロ
ソ
カ
同
様
き
わ
め
て
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
結
局
、
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ
が
接
近

し
出
し
た
の
は
、
中
古
に
入
っ
て
オ
ロ
ソ
カ
の
方
が
具
象
物
ば
か

り
で
は
な
く
、
人
の
言
動
に
対
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
い
い
加
減
で
あ
る
、
疎
略
で
あ
る
」
の
意
味
が
生
じ
始
め
て
か

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
オ
ロ
ソ
カ
は
、
元
々
そ
の
意
味
を
有
し
て
い

た
オ
ロ
カ
に
近
づ
く
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ま
だ
中
古
作
品
で

は
、
オ
ロ
カ
が
具
体
的
な
も
の
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、

オ
ロ
ソ
カ
は
抽
象
名
詞
に
か
か
る
と
い
う
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
中
世
に
入
る
と
、
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
と
も
そ
れ

ぞ
れ
の
領
域
を
侵
し
始
め
、
特
に
人
間
関
係
を
い
う
「
冷
淡
な
、

そ
っ
け
な
い
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」
の
義
を
表
す
場
合
に
は
、
互
い

の
用
法
が
か
な
り
似
通
っ
て
来
る
。
こ
れ
は
後
世
ま
で
続
き
、
例

え
ば
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
人
を
ヲ
ロ
カ
ニ
す
る
」
と
「
人
を

ヲ
ロ
ソ
カ
ニ
す
る
」
が
二
つ
と
も
「
そ
の
人
を
訪
問
も
し
な
い
で

冷
た
い
扱
い
を
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
同
意
で
掲
げ

ら
れ
、
又
、
『
倭
訓
栞
』
に
は
「
お
ろ
そ
か
」
の
項
に
、
　
「
お
ろ

か
」
は
意
が
同
じ
で
あ
る
旨
記
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
江
戸
時
代
に
は
ま
だ
オ
ロ
カ
・
オ
ロ
ソ
カ
の
意

味
用
法
が
混
同
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
い
つ
の
頃

か
ら
か
、
こ
の
考
察
の
一
番
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
、
オ
ロ
カ
は

「
愚
」
、
オ
ロ
ソ
カ
は
「
疎
」
と
使
い
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

現
在
に
到
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
全
五
回
に
わ
た
り
、
形
容
動
詞
の
オ
ロ
カ
と
オ
ロ
ソ
カ

に
つ
い
て
、
先
学
の
ご
高
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
長
々
と
私
見

を
述
べ
て
来
た
。
〈
注
5
＞
　
も
と
よ
り
十
分
に
意
を
尽
く
し
た

と
は
言
い
難
い
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
締
め
く
く
る
こ
と
に
し

た
い
。

〈
　
注
1
　
＞

〈
　
注
2
　
＞

「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
」
第
十
五
号

～
第
十
九
号
参
照

考
察
に
際
し
て
参
考
に
し
た
底
本
類
に
つ
い
て

は
、
第
＋
七
号
と
第
十
八
号
に
掲
げ
て
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
又
、
オ
ロ
カ
の
方

で
P
と
し
て
い
る
の
は
、
初
め
の
考
察
の
時
に

「
そ
っ
け
な
い
、
冷
淡
な
、
よ
そ
よ
そ
し
い
」

の
義
を
、
1
に
含
め
て
し
ま
っ
て
い
た
た
め
で

あ
る
。
オ
ロ
ソ
カ
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
意
味
を

別
グ
ル
ー
プ
と
し
て
立
て
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
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な
お
、
今
回
の
調
査
で
、
又
新
た
に
考
え
が
変

わ
り
、
所
属
意
味
グ
ル
ー
プ
を
変
更
し
た
例
が

あ
る
の
で
、
数
値
は
必
ず
し
も
前
号
に
掲
げ
た

も
の
と
一
致
し
て
い
な
い
。

〈
　
注
3
　
＞
　
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
号
参
照
。

〈
　
注
4
　
＞

『
万
葉
集
』
に
「
山
鳥
の
尾
ろ
の
初
麻
（
は
つ

を
）
に
鏡
懸
け
唱
ふ
べ
み
こ
そ
汝
に
寄
そ
り
け

め
」
　
（
山
鳥
の
尾
に
似
た
初
麻
に
鏡
を
懸
け
て

神
に
呪
文
を
唱
え
る
役
を
私
が
す
る
は
ず
に
な

っ
て
い
る
［
私
は
あ
な
た
の
妻
に
な
る
は
ず
］

か
ら
こ
そ
、
当
然
の
噂
が
立
っ
た
の
だ
ろ
う
が
。

［
実
際
に
は
困
っ
て
し
ま
う
］
）
〈
巻
十
四
．

三
四
六
八
〉
と
い
う
歌
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま

え
て
、
　
「
山
鳥
の
を
ろ
」
と
言
っ
た
も
の
。

〈
　
注
5
　
＞

調
査
に
当
た
っ
て
、
左
の
詳
論
は
特
に
参
考
に

さ
せ
て
戴
い
た
。

　
河
辺
　
名
保
子
　
「
お
ろ
か
」
の
意
味

　
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
6
輯

　
昭
和
三
十
五
年
三
月
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