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ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
（
そ
の
二
）

我
喜
女
多
甜
貝
7
丁

中
古
文
学
を
読
ん
で
い
る
と
、
ス
ズ
ロ
お
よ
び
ソ
ゾ
ロ
と
い
う
形
容
動
詞
に
よ
く
行
き
当
た
る
。
こ
の
二
語
に
ウ
段
音
と
オ
段
音
の
音
韻

交
替
の
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
　
「
ど
ち
ら
が
先
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
」
と
か
、
「
両
語
に
何
ら
か
の
意

味
・
用
法
の
使
い
分
け
が
あ
る
の
か
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
明
確
に
分
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
二
語
の
意
味
．
用
法
の
相

違
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
べ
く
、
前
号
で
は
ま
ず
、
ス
ズ
ロ
を
取
り
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
中
古
の
代
表
的
な
『
伊
勢
物
語
』
『
枕
草
子
』

『
源
氏
物
語
』
と
い
う
三
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
調
べ
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
詳
述
し
た
。

以
下
、
今
号
で
は
、
前
号
を
承
け
た
形
で
、
他
の
中
古
の
作
品
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
．
用
法
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

☆
中
古
（
承
前
）



ス
ズ
ロ
は
こ
れ
ま
で
、
左
に
記
す
八
つ
の
意
味
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
A
・
…

　
B
・
…

　
C
・
…

　
D
…
　
。

　
E
…
　
。

　
F
・
　
。
　
・
　
・

　
G
・
。
・
・

　
H
・
…

以
下
、

A
は
、

（
目
的
や
理
由
が
な
く
、
心
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
す
る
様
子
を
言
い
）

（
予
期
に
反
し
て
い
や
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
の
不
満
な
様
子
を
言
い
）

（
し
っ
く
り
し
な
い
で
、
面
白
味
に
欠
け
る
様
子
に
つ
い
て
言
い
）

（
理
由
な
く
、
自
然
に
進
ん
で
行
く
状
態
、
気
持
ち
を
言
い
）

（
出
任
せ
で
、
筋
が
通
ら
な
い
様
子
を
二
日
い
）

（
あ
る
べ
き
程
度
を
越
え
て
い
る
さ
ま
を
言
い
）

（
心
を
引
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
か
か
わ
り
の
な
い
さ
ま
を
言
い
）

（
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
て
鷲
い
た
さ
ま
を
言
い
）

あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
、
漫
然
と

不
本
意
で
あ
る
、
と
ん
で
も
な
く
ひ
ど
い

風
情
が
な
い
、
つ
ま
ら
な
い

何
と
な
く
、
わ
け
も
な
く

い
い
加
減
な
、
で
た
ら
め
な
、
他
愛
も
な
い

む
や
み
に
、
や
た
ら
に

無
関
心
な
、
無
関
係
な

思
い
が
け
ず
、
意
外
に

　
　
　
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
・
用
法
の
特
徴
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
ス
ズ
ロ
ニ
と
い
う
連
用
形
で
、
イ
キ
イ
タ
ル
（
行
至
）
、
マ
ド
ピ
ア
リ
ク
（
惑
歩
）
な
ど
の
動
詞
に
か
か
っ
た
り
、
連
体
形
ス
ズ

ロ
ナ
ル
が
タ
ビ
ヰ
（
旅
居
）
と
い
う
名
詞
を
修
飾
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
顕
著
な
動
き
を
伴
っ
た
言
葉
と
共
に
使
わ
れ
、

「
あ
て
も
な
く
」
や
「
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。

B
は
、
思
わ
ぬ
こ
と
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
驚
き
、
そ
の
上
、
不
快
に
感
じ
た
と
き
に
「
不
本
意
で
あ
る
」
の
意
で
使
う
も
の
で
、
大
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部
分
が
連
体
形
用
法
に
な
る
。

C
の
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
意
味
を
示
す
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
連
体
形
用
法
で
使
わ
れ
、
し
か
も
、
か
か
っ
て
行
く
語
は
形
式
名
詞
コ
ト

（
事
）
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

D
は
、
B
・
C
と
違
っ
て
、
連
用
形
ス
ズ
ロ
ニ
で
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
か
か
っ
て
行
く
用
言
が
動
詞
の
場
合
に
は
、
イ
フ
（
言
）
、

ナ
ゲ
ク
（
嘆
）
、
ネ
ン
ズ
（
念
）
な
ど
あ
ま
り
動
き
の
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
は
A
の
ス
ズ
ロ
ニ
が
か
か
っ

て
行
く
動
詞
と
ま
さ
に
対
照
的
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
か
か
っ
て
行
く
用
言
が
形
容
詞
や
形
容
動
詞
の
場
合
に
は
、
カ
ナ
シ
（
悲
）
、
ク
ル

シ
（
苦
）
、
コ
コ
ロ
ボ
ソ
シ
（
心
細
）
、
ナ
ミ
ダ
ガ
チ
ナ
リ
（
涙
勝
）
、
ア
ハ
レ
ナ
リ
（
哀
）
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
マ
イ
ナ
ス
イ

メ
ー
ジ
の
も
の
が
多
い
。
つ
ま
り
、
自
分
で
制
御
出
来
な
い
う
ち
に
進
ん
で
行
く
状
態
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
が
わ
か
ら
ず
「
わ
け
も
な
く
」

と
用
い
る
も
の
で
、
下
に
来
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
心
情
表
現
の
語
で
あ
る
。

E
は
、
主
に
連
体
形
と
し
て
使
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
か
か
っ
て
行
く
体
言
は
人
・
物
・
抽
象
的
事
項
な
ど
き
わ
め
て
種
々
雑
多
で
統
一
性

が
な
い
。
意
味
的
に
は
、
相
手
や
そ
の
行
為
な
ど
を
見
て
、
「
い
い
加
減
な
」
と
か
「
他
愛
も
な
い
」
な
ど
と
言
う
も
の
で
、
非
常
に
意
図

的
、
か
つ
批
判
的
で
あ
る
。

F
は
、
一
種
の
強
調
表
現
で
、
連
用
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
か
か
っ
て
行
く
用
一
言
は
動
詞
の
コ
フ
（
恋
）
、
モ
ノ
ウ
ラ
ミ
ス

（
物
恨
）
、
力
タ
リ
ウ
レ
フ
（
語
愁
）
、
形
容
詞
の
コ
ヒ
シ
（
恋
）
、
タ
カ
シ
（
高
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
こ
れ
と
書
っ
た
特
徴
は
見

ら
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
と
き
に
「
む
や
み
に
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
。

G
の
「
無
関
心
な
」
　
「
無
関
係
な
」
の
意
を
示
す
ス
ズ
ロ
は
、
す
べ
て
連
体
形
で
使
わ
れ
、
ヒ
ト
（
人
）
、
ヲ
ト
コ
（
男
）
に
か
か
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
特
に
良
く
も
悪
く
も
な
い
、
自
分
と
は
か
か
わ
り
の
薄
い
人
物
に
対
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

H
は
、
B
の
「
不
本
意
で
あ
る
」
と
似
て
い
る
。
た
だ
、
B
が
、
意
外
性
に
驚
き
不
快
に
感
じ
る
の
に
対
し
、
H
は
、
単
に
驚
い
た
と
き

に
「
思
い
が
け
ず
」
と
使
う
も
の
で
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
い
や
な
も
の
と
は
と
っ
て
い
な
い
。

以
上
、
A
か
ら
H
ま
で
大
ざ
っ
ぱ
に
意
味
・
用
法
を
見
て
来
た
が
、
続
い
て
こ
れ
ら
が
中
古
の
他
の
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
を
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
前
回
ま
で
の
調
査
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
四
例
は
順
に
、
A
が
二
、
B
と
C
が
い
ず

れ
も
一
、
『
枕
草
子
』
の
一
四
例
は
D
六
、
E
五
、
F
三
と
そ
れ
ぞ
れ
偏
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
源
氏
物
語
』

五
〇
例
の
場
合
は
、
A
四
、
B
一
、
C
二
、
D
一
七
、
E
一
四
、
F
八
、
G
三
、
H
一
と
、
数
の
多
少
こ
そ
あ
れ
、
ど
の
意
味
も
し
っ
か
り
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用
い
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
中
吉
の
他
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
作
品
別
で
は
な
く
、
A
か
ら
H
の
意
味
別
に
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
初
め
に
、
参
照
に
し
た
中
古
の
作
品
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
尚
、
作
品
は
各
ジ
ャ
ン
ル
毎
に
成
立
年
代
順
に

並
べ
た
。
ま
た
、
作
品
の
下
の
（
　
）
内
に
は
、
以
後
、
用
例
を
掲
げ
る
折
な
ど
の
略
号
を
記
し
た
。
　
（
注
1
）

物
語
：
・
・
『
竹
取
物
語
』
（
竹
取
）

『
大
和
物
語
』
　
（
大
和
）

『
落
窪
藝
弩
　
（
落
窪
）

『
宇
津
保
物
語
』
　
（
宇
津
保
）
『
堤
中
納
膏
量
叩
』
　
（
堤
）
　
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
　
（
浜
松
）

『
夜
の
寝
覚
』
　
（
寝
覚
）

『
狭
衣
物
語
』
　
（
狭
衣
）

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
　
（
と
り
）

歴
史
物
語
・
…
　
『
栄
花
物
語
』
　
（
栄
花
）

『
大
鏡
』
　
（
大
鏡
）

『
今
鏡
』
　
（
今
鏡
）

日
　
　
記
・
…
　
『
蜻
蛉
日
記
』
　
（
蜻
蛉
）

『
和
泉
式
部
日
記
』
　
（
和
豪
）
『
紫
式
部
日
記
』
　
（
紫
）

『
更
級
日
記
』
　
（
更
級
）

説
　
話
・
：
・
『
今
並
鳳
望
開
集
』
（
今
昔
）
　
『
古
本
説
話
集
』
（
古
本
）

ち
な
み
に
、
中
古
の
主
要
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ
が
一
例
も
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
物
語
で
は
『
平
甲
物
語
』
、
日
記
で
は
『
土

佐
日
記
』
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
、
そ
し
て
、
説
話
の
『
日
本
霊
異
記
』
『
三
宝
絵
詞
』
『
打
聞
集
』
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
古
今
和
歌

集
』
以
下
、
平
安
時
代
末
期
に
成
っ
た
『
千
載
和
歌
集
』
ま
で
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
ス
ズ
ロ
は
一
例
も
見
出
だ
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
右
に
記
し
た
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
、
意
味
グ
ル
ー
プ
別
に
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
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明
し
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
A
は
総
じ
て
用
例
数
が
少
な
い
。
今
、
左
に
す
ぺ
て
の
例
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
・
お
も
は
じ
と
あ
ま
た
の
人
の
　
ゑ
に
す
れ
ば
　
身
は
は
し
た
か
の
　
す
ず
う
に
て
な
つ
く
る
宿
の
　
な
け
れ
ば
ぞ

　
　
ふ
る
す
に
か
へ
る
ま
に
ま
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
蜻
蛉
・
上
・
天
徳
二
年
七
月
V

　
。
そ
の
夜
よ
り
我
が
身
の
う
へ
は
し
ら
れ
ね
ば
す
ず
う
に
あ
ら
ぬ
た
び
ね
を
ぞ
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
和
某
〉

　
・
い
と
ひ
が
ひ
が
し
か
ん
べ
き
こ
と
な
れ
ば
、
す
ず
う
に
心
地
も
あ
く
が
れ
ま
ど
ひ
て
…
．
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
寝
覚
・
四
〉

　
。
道
の
空
、
浪
の
う
へ
に
て
す
ず
う
に
さ
す
ら
へ
ぬ
べ
く
思
ひ
わ
び
つ
つ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
浜
松
・
一
V

　
。
「
あ
は
れ
、
よ
の
つ
ね
の
な
か
ら
ひ
な
ら
ま
し
か
ば
、
た
だ
大
か
た
の
む
つ
ま
し
き
ゆ
か
り
あ
さ
か
ら
ず
と
も
、
す
ず
う
に

　
　
山
ふ
か
く
あ
く
が
れ
す
ご
さ
ま
し
や
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
浜
松
・
四
V

　
。
げ
に
住
み
馴
れ
給
ひ
ぬ
る
山
の
か
げ
を
に
は
か
に
立
ち
離
れ
、
す
ず
う
に
浮
き
た
る
世
界
に
立
ち
出
で
給
ふ
を
・
・
〈
浜
松
・
四
〉

初
め
の
『
蜻
蛉
』
の
例
で
は
、
夫
兼
家
の
長
歌
の
一
部
に
ス
ズ
ロ
が
使
わ
れ
て
い
る
。
作
者
右
大
将
道
綱
母
と
の
仲
を
絶
つ
ま
い
と
思
う

兼
家
は
、
た
え
ず
作
者
の
と
こ
ろ
を
訪
れ
る
。
　
「
と
こ
ろ
が
…
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
あ
と
に
続
く
の
が
右
の
歌
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
　
「
ゑ
に
す
れ
ば
」
が
「
怨
（
ゑ
ん
）
ず
れ
ば
」
に
同
じ
で
、
　
「
恨
む
の
で
」
の
意
と
な
る
。
ま
た
、
「
は
し
た
か
」
は
鷹
の

一
種
を
指
す
。
そ
れ
は
、
小
型
の
鳥
で
、
鷹
狩
り
に
使
い
、
そ
の
時
、
尾
に
鈴
を
つ
け
る
と
い
う
。
ス
ズ
ロ
は
こ
の
鳥
に
つ
け
る
鈴
（
ス
ズ
）
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と
音
が
共
通
な
と
こ
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
「
私
の
身
は
、
は
し
た
か
に
つ
け
る
ス
ズ
で
は
な
い
が
、
ス
ズ
ロ
で
あ
り
」

と
な
る
。
お
互
い
の
仲
を
保
と
う
と
し
て
努
め
て
作
者
の
許
に
通
う
兼
家
に
対
し
、
侍
女
達
は
「
愛
情
が
足
り
な
い
」
と
言
っ
て
、
兼
家
を

な
じ
る
。
そ
の
時
、
兼
家
が
自
分
の
身
を
ス
ズ
ロ
だ
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
場
合
の
ス
ズ
ロ
は
、
ど
こ
へ
行
っ
て
い
い
の

か
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
で
、
落
ち
着
き
が
な
く
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
兼
家
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
ス
ズ
ロ
は

A
の
意
味
に
と
る
の
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
だ
、
A
の
場
合
、
普
通
は
動
き
の
あ
る
言
葉
と
共
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ

れ
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
歌
の
場
合
は
語
の
省
略
が
よ
く
あ
り
、
し
か
も
こ
こ
で
は
、
あ
と
に
「
ほ
か
に
な
じ
み
の
家
と
て
な
い

の
で
、
や
む
を
得
ず
我
が
家
へ
も
ど
る
始
末
」
と
い
う
文
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
行
き
場
所
が
定
ま
ら
ず
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
兼

家
の
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
、
や
は
り
ス
ズ
ロ
の
意
は
A
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
文
は
通
釈
す
る
と
、
　
「
［
私

（
兼
家
）
ガ
ア
ナ
タ
（
作
者
）
ヲ
］
思
い
も
し
な
い
と
多
く
の
侍
女
た
ち
が
恨
む
の
で
、
私
は
あ
て
も
な
く
て
落
ち
着
か
ず
、
か
と
い
っ
て

ほ
か
に
な
じ
み
の
家
と
て
な
い
も
の
だ
か
ら
、
仕
方
が
な
く
我
が
家
へ
も
ど
る
次
第
」
と
な
る
。

次
の
『
和
泉
』
の
例
は
、
連
用
形
ス
ズ
ロ
ニ
が
タ
ビ
ネ
（
旅
寝
）
ヲ
ゾ
ス
ル
と
い
う
末
句
に
か
か
っ
た
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
の
ス

ズ
ロ
ニ
は
タ
ビ
（
旅
）
と
い
う
広
範
囲
に
動
き
ま
わ
る
語
を
伴
っ
て
、
A
の
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
以
下
の

『
寝
覚
』
や
『
浜
松
』
の
例
も
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
ク
ガ
レ
マ
ド
フ
（
憧
惑
）
、
サ
ス
ラ
フ
（
流
離
）
、
ア
ク
ガ
レ
ス
ゴ
ス
（
憧
過
）
、
タ
チ
イ

ヅ
（
立
出
）
と
い
う
動
き
の
い
ち
じ
る
し
い
動
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
A
の
意
味
に
考
え
ら
れ
る
。
－
な
お
、
前
回
の
考
察
で
、

『
源
氏
』
に
は
、
タ
ビ
ヰ
（
旅
居
）
と
い
う
名
詞
に
か
か
っ
た
連
体
形
ス
ズ
ロ
ナ
ル
が
一
例
出
て
来
た
が
、
今
回
は
す
べ
て
連
用
形
用
法
で

あ
っ
た
。
A
の
場
合
、
顕
著
な
動
き
を
示
す
動
詞
に
か
か
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
連
用
形
で
使
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

続
く
B
も
、
左
記
の
よ
う
に
用
例
数
が
少
な
い
。

0

「
う
た
て
あ
る
主
の
み
も
と
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
す
ず
う
な
る
死
を
す
べ
か
め
る
か
な
。

〈
竹
取
〉

45

O

「
す
ゴ
う
な
る
酒
飲
み
は
衛
府
司
の
す
る
わ
ざ
な
り
け
り
。

〈
宇
津
保
・
嵯
峨
院
V



。
宮
々
も
か
く
て
こ
そ
は
と
思
ひ
つ
れ
ば
こ
そ
、
さ
て
だ
に
す
ず
う
な
り
つ
る
す
ま
ひ
を
、
宮
を
ぱ
家
に
迎
へ
奉
ら
ん
と
思
ひ
し
を
．
．

　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
蔵
開
下
〉

。
絡
石
（
ツ
タ
）
・
鶏
冠
木
（
カ
ヘ
デ
）
繁
リ
テ
物
哀
レ
ナ
リ
。

「
此
ク
ス
ズ
ロ
ナ
ル
事
ヲ
見
ル
事
」
ト
思
フ
程
二
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
昔
・
二
四
ノ
三
五
V

右
は
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
上
、
不
快
に
感
じ
る
時
に
用
い
る
も
の
で
、
ス
ズ
ロ
の
入
っ
た
と
こ
ろ
を
解
釈
す
る
と
、
順

に
「
不
杢
思
な
死
に
方
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
で
す
ね
」
「
と
り
と
め
な
く
不
覚
な
酒
の
飲
み
方
は
」
「
女
三
宮
．
中
君
も
こ
う
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
え
ば
こ
そ
、
我
慢
し
て
そ
れ
で
も
気
の
進
ま
な
か
っ
た
住
居
で
す
の
に
」
「
こ
の
よ
う
に
思
い
も
か
け
ず
ひ
ど
い
目

に
合
う
こ
と
」
と
な
る
。
最
後
の
例
は
、
前
号
で
も
触
れ
た
『
伊
勢
』
九
段
と
同
じ
内
容
の
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
例
か
ら
は
、
い
ず
れ

も
ス
ズ
暴
用
い
て
あ
る
こ
と
で
、
予
期
に
反
し
た
事
態
の
生
じ
た
こ
と
を
良
く
は
思
っ
て
い
な
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
な
お
、
用
法

的
に
は
前
号
の
『
伊
勢
』
や
『
源
氏
』
の
例
と
同
じ
く
、
大
半
が
連
体
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
（
注
2
）

次
に
C
も
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
A
・
B
と
同
じ
で
、
例
が
少
な
い
。

O

「
何
事
を
い
か
に
思
す
そ
。
す
ず
う
な
る
こ
と
。
あ
る
ま
じ
き
思
ひ
そ
む
る
も
よ
か
ら
ぬ
わ
ざ
に
こ
そ
。
　
〈
宇
津
保
．
国
譲
上
〉

。
枝
の
鳥
、
草
木
だ
に
ま
た
ず
と
も
が
な
、
あ
な
す
ず
ろ
や
。

・
艶
に
な
り
ぬ
る
人
は
、
い
と
す
ご
う
す
ず
う
な
る
を
り
も
、
も
の
の
あ
は
れ
に
す
す
み
．

〈
宇
津
保
・
国
譲
中
〉

〈
紫
〉

。
お
ぼ
つ
か
な
く
て
へ
だ
、
る
日
ご
ろ
の
事
な
ど
を
も
さ
し
お
き
て
、
す
ず
う
な
る
事
を
言
ひ
い
で
て
恨
み
の
給
ふ
。
〈
寝
覚
．
五
〉

。
又
お
と
な
に
せ
ら
る
べ
き
お
ぼ
え
も
な
く
時
々
の
客
人
に
さ
し
は
な
た
れ
て
、
す
ず
う
な
る
や
う
な
れ
ど
．
．
．
　
　
〈
更
級
V

46



先
に
見
た
C
の
特
徴
と
し
て
は
、
ス
ズ
ロ
が
連
体
形
で
使
わ
れ
、
形
式
名
詞
コ
ト
（
事
）
に
か
か
る
例
が
多
か
っ
た
。
右
の
例
も
、
必
ず

し
も
コ
ト
（
事
）
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
ヲ
リ
（
折
）
、
ヤ
ウ
（
様
）
な
ど
形
式
名
詞
風
な
語
に
か
か
っ
て
い
る
。
二
番
目
の
『
宇
津
保
』

の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ナ
リ
の
語
幹
に
助
詞
の
ヤ
が
付
い
た
も
の
で
、
一
語
化
し
て
感
動
の
意
を
表
し
て
い
る
。
今
回
参
照
し
た
他
の
中
古
の
作

品
で
は
、
こ
の
形
式
で
使
わ
れ
た
ス
ズ
ロ
は
全
く
出
て
来
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
珍
し
い
例
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
の
部
分

本
文
が
は
っ
き
り
せ
ず
わ
か
り
に
く
い
。
歌
の
前
に
置
か
れ
た
こ
の
文
は
、
「
枝
の
鳥
」
と
「
草
木
」
が
そ
れ
ぞ
れ
、
「
比
翼
の
鳥
」
　
「
連

理
の
枝
」
を
寓
し
、
「
ま
た
ず
と
も
が
な
」
は
「
い
つ
ま
で
も
待
た
せ
な
い
で
早
く
参
内
し
て
ほ
し
い
」
の
意
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
続
い
て
い
る
歌
が
、
住
吉
の
常
磐
の
松
を
持
ち
出
し
て
、
「
心
変
わ
り
は
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
ス

ズ
ロ
は
相
手
と
し
っ
く
り
行
か
な
い
こ
と
を
慨
嘆
し
、
　
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
の
例
で

も
ス
ズ
ロ
は
ど
れ
も
、
し
っ
く
り
と
行
か
ず
に
心
に
不
満
を
残
し
、
面
白
味
に
欠
け
る
様
子
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
C
の
意
に
と
っ

て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

四
番
目
の
D
は
、
き
わ
め
て
用
例
数
が
多
い
。
ま
ず
初
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
か
ら
、
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

。
世
に
ふ
れ
ど
こ
ひ
も
せ
ぬ
身
の
夕
さ
れ
ば
す
ず
う
に
も
の
の
か
な
し
き
や
な
ぞ

。
見
侍
り
し
に
す
ず
う
に
心
や
ま
し
う
、
お
ほ
や
け
ば
ら
と
か
、
よ
か
ら
ぬ
人
の
い
ふ
や
う
に
、

〈
大
和
・
一
九
V

に
く
く
こ
そ
思
う
給
へ
ら
れ
し
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
紫
〉

。
御
心
に
入
れ
て
弾
き
給
へ
る
、
す
ず
う
に
聞
く
人
、
涙
と
ど
ま
ら
で
、
明
け
ぬ
れ
ば
、
み
か
ど
后
返
り
給
ひ
ぬ
。
　
〈
浜
松
二
〉

。
く
れ
ゆ
く
空
の
み
な
が
め
ら
れ
つ
》
、
す
ず
う
に
心
は
騒
が
れ
、
あ
く
が
る
、
心
地
す
れ
ど
・
・

〈
寝
覚
二
〉

47

。
古
き
賀
の
歌
ど
も
を
か
か
せ
給
ふ
に
、
侍
従
大
納
言
い
み
じ
う
書
き
給
へ
ら
ん
も
、
す
ず
う
に
笑
ま
し
う
思
ひ
や
ら
る
。



〈
栄
・
二
〇
〉
（
注
3
）
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［
大
将
ガ
姫
君
ヲ
］
う
ち
ま
ぽ
る
に
、
す
ず
う
に
涙
ぐ
ま
れ
て
か
き
抱
き
て
出
で
た
ま
ふ
。

〈
と
り
・
中
〉

。
さ
て
よ
り
後
、
た
だ
す
ず
う
に
、
お
の
つ
か
ら
「
物
を
食
は
ゴ
や
」
と
思
へ
ば
、
め
で
た
く
し
据
ゑ
て
、

き
と
は
得
ぬ
。

　
　
　
〈
古
本
・
六
八
〉

D
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
連
用
形
ス
ズ
ロ
ニ
の
形
で
、
下
に
来
る
用
言
に
か
か
り
、
「
わ
け
も
な
く
」
「
何
と
な
く
」
の
意
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
下
の
用
言
は
心
情
表
現
の
形
容
詞
か
形
容
動
詞
、
あ
る
い
は
、
動
き
の
少
な
い
動
詞
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
は
、
悲
シ
、
ナ
ミ
ダ
ガ
チ
ナ
リ
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
が
多
か
っ
た
。

右
に
挙
げ
た
中
で
は
、
最
初
の
二
つ
が
形
容
詞
に
か
か
る
例
で
あ
る
。
初
め
の
『
大
和
』
の
歌
は
、
通
釈
す
る
と
「
こ
の
世
に
生
き
て
い
る

と
は
い
う
け
れ
ど
、
恋
す
る
人
も
い
な
い
こ
の
身
が
、
夕
方
に
な
る
と
何
と
な
く
も
の
悲
し
い
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
」
と
な
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
、
自
分
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
「
こ
ひ
も
せ
ぬ
身
」
と
表
面
に
出
し
な
が
ら
、
秋
風
に
托
し
て
相
手
の
つ
れ
な
さ
を
訴
え
て

い
る
。
そ
し
て
、
ス
ズ
ロ
一
一
は
暗
く
寂
し
い
感
じ
の
形
容
詞
カ
ナ
シ
に
か
か
っ
て
い
る
。
次
の
『
紫
』
の
例
は
、
中
将
の
君
の
手
紙
を
見
て
、

作
者
が
ス
ズ
ロ
ニ
「
心
や
ま
し
く
」
感
じ
た
と
い
う
文
で
あ
る
。
「
心
や
ま
し
」
は
、
自
分
よ
り
優
越
し
て
い
る
と
認
め
た
相
手
に
対
し
て

劣
等
感
を
覚
え
、
そ
れ
を
こ
ら
え
て
い
る
、
い
ら
い
ら
し
た
感
情
を
表
す
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
も
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
感
じ
の

形
容
詞
コ
コ
ロ
ヤ
マ
シ
に
か
か
り
、
一
文
は
「
［
中
将
ノ
君
ノ
手
紙
ヲ
］
拝
見
し
ま
し
た
が
、
わ
け
も
な
く
不
愉
快
に
な
っ
て
、
向
か
っ
腹

が
立
つ
と
か
下
様
の
人
が
言
う
よ
う
に
憎
ら
し
く
思
わ
れ
た
こ
と
で
す
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
中
古

の
作
品
で
、
D
の
ス
ズ
ロ
ニ
が
か
か
っ
て
行
く
形
容
詞
お
よ
び
形
容
動
詞
を
見
る
と
、
ア
ハ
レ
ナ
リ
（
哀
）
、
ウ
シ
ロ
メ
タ
シ
（
後
目
）
、

コ
コ
ロ
グ
ル
シ
（
心
苦
）
、
ハ
ヅ
カ
シ
（
恥
）
な
ど
、
す
べ
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
！
ジ
の
語
ば
か
り
で
あ
る
。

続
い
て
、
右
の
D
の
中
で
、
残
る
四
つ
は
、
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
の
例
で
あ
る
。
そ
の
動
詞
は
順
に
、
聞
ク
、
　
（
心
ガ
）
騒
グ
、
思

ヒ
ヤ
ル
、
涙
グ
ム
、
思
フ
と
い
ず
れ
も
動
き
の
少
な
い
意
の
も
の
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
『
寝
覚
』
『
栄
花
』
『
と
り
』

の
例
で
、
こ
の
三
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
の
下
に
自
発
の
助
動
詞
ル
が
付
い
て
い
る
。
D
は
、
こ
ち
ら
が
意
志
的
に
力
を
加
え
な
い
の
に
、



理
由
も
な
く
自
然
に
進
ん
で
行
く
状
態
や
気
持
ち
を
言
い
、
　
「
何
と
な
く
」
と
な
る
の
で
、
動
詞
の
下
に
自
発
の
助
動
詞
ル
が
付
い
て
い
る

の
は
納
得
が
行
く
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的
に
、
　
「
わ
け
も
な
く
平
静
な
心
を
失
っ
て
」
「
何
と
な
く
ほ
》
笑
ま
し
く
思
い
や
ら
れ

る
」
「
わ
け
も
な
く
ひ
と
り
で
に
涙
が
お
出
に
な
っ
て
」
と
い
う
訳
肥
な
る
。
同
じ
よ
う
に
、
『
古
本
』
の
例
で
、
副
詞
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
が
ス

ズ
ロ
ニ
と
共
に
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
動
作
が
無
作
為
的
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
、
D
の
意
味
な
ら
で
は
の
用
法
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
そ
の
他
の
中
古
の
作
品
で
、
D
の
ス
ズ
ロ
ニ
が
か
か
っ
て
行
く
動
詞
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
オ
ポ
ユ
（
覚
）
、

オ
モ
フ
（
思
）
、
サ
ブ
ラ
フ
（
候
）
、
ア
リ
ナ
ル
（
在
馴
）
、
ミ
ル
（
見
）
、
ヒ
ラ
ク
（
開
）
、
フ
シ
シ
ヅ
ミ
ナ
ヤ
ム
（
伏
沈
悩
）
、
ミ
ク

ラ
ス
（
見
暮
）
な
ど
、
い
ず
れ
も
、
行
動
範
囲
の
狭
い
も
の
が
多
い
。

そ
れ
で
は
、
続
い
て
E
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
説
明
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

　
。
「
い
と
ゴ
う
つ
く
し
う
、
す
ず
う
に
て
は
い
か
で
み
ま
し
」
と
お
も
ひ
た
て
ま
つ
り
給
ひ
て
…
　
　
　
〈
宇
津
保
・
楼
上
上
〉

　
。
も
し
こ
れ
ら
貸
し
給
は
怠
、
す
ず
う
な
ら
む
人
に
な
賜
ひ
そ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
堤
・
よ
し
な
し
ご
と
〉

　
。
「
す
ず
う
な
る
人
に
心
を
つ
け
て
、
ゆ
ゑ
も
な
う
よ
し
な
き
事
を
し
い
で
ら
れ
た
り
し
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
浜
松
・
三
〉

　
。
「
あ
ま
り
世
に
す
ち
か
ひ
て
、
す
ご
ろ
な
る
山
ご
も
り
が
ち
に
物
せ
さ
せ
給
ひ
、
ひ
が
ひ
が
し
き
や
う
な
り
。
　
　
〈
浜
松
・
四
V

　
。
大
殿
の
伏
見
へ
お
は
し
ま
し
た
り
け
る
も
、
す
ず
う
な
る
所
へ
は
お
は
し
ま
す
ま
じ
き
に
…
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
鏡
・
四
〉

右
の
う
ち
、
初
め
の
『
宇
津
保
』
の
例
は
、
琴
を
お
弾
き
に
な
る
犬
宮
を
見
た
仲
忠
の
心
内
語
で
、
「
『
こ
れ
は
立
派
だ
。
い
い
加
減
な

扱
い
に
し
て
は
お
き
た
く
な
い
』
と
お
考
え
に
な
っ
て
」
と
い
う
訳
に
な
る
。
「
い
い
加
減
な
扱
い
」
と
は
、
「
粗
末
な
住
居
に
お
住
ま
い

さ
せ
る
こ
と
」
で
、
物
語
で
は
こ
こ
か
ら
善
美
を
尽
く
し
た
楼
が
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
『
堤
』
で
は
、
文
中
の
「
こ
れ
ら
」
が
、

「
足
鍋
一
、
長
む
し
ろ
一
、
つ
ち
た
ら
ひ
一
」
を
指
す
。
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
も
の
を
「
い
い
加
減
で
で
た
ら
め
な
人
に
貸
し
て
は
い
け
ま
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せ
ん
よ
」
と
い
う
こ
と
を
教
訓
的
に
述
べ
て
い
る
。
三
番
目
の
『
浜
松
』
を
通
釈
す
る
と
、
　
「
気
分
ま
か
せ
の
い
い
加
減
な
人
［
中
納
言
］

に
愛
着
し
て
、
わ
け
も
な
く
つ
ま
ら
ぬ
事
［
衛
門
督
ノ
手
紙
ヲ
墨
デ
塗
リ
ツ
ブ
ス
コ
ト
］
を
し
で
か
し
な
さ
っ
て
い
た
こ
と
よ
」
と
な
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
『
浜
松
』
の
例
は
、
大
将
が
中
納
言
を
評
し
て
言
う
部
分
で
、
一
文
は
「
と
て
も
世
闇
と
違
っ
た
こ
と
を
し
て
、
筋
の

通
ら
な
い
山
籠
り
ば
か
り
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
ひ
ね
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
解
釈
出
来
る
。
『
浜
松
』
の
例
は
、
二
つ
と
も
中
納
言
の

こ
と
を
批
判
的
に
評
し
て
い
る
と
言
え
る
。
最
後
の
『
今
鏡
』
は
、
　
「
大
殿
が
伏
見
へ
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
も
、
い
い
加
減
で
で
た
ら
め
な

所
へ
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ま
い
に
」
と
い
う
文
で
、
場
所
の
「
伏
見
」
を
評
価
し
て
い
る
。
以
上
五
例
、
ス
ズ
ロ
ナ
リ
は
、
ど
れ
も
誠
意

の
こ
も
っ
て
い
な
い
出
任
せ
な
人
や
扱
い
方
、
状
態
、
場
所
な
ど
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
の
で
、
　
「
い
い
加
減
な
」
　
「
で
た
ら
め
な
」
と
訳

せ
る
E
の
意
味
に
当
た
る
。
な
お
、
E
は
、
右
に
挙
げ
た
例
の
他
に
は
、
『
浜
松
』
に
あ
と
二
つ
類
例
が
見
え
る
だ
け
で
、
総
じ
て
用
例
数

は
少
な
い
。
さ
ら
に
用
法
的
に
は
、
右
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
大
半
が
連
体
形
ス
ズ
ロ
ナ
ル
で
使
わ
れ
て
い
る
。

続
く
F
は
、
D
に
次
い
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
初
め
に
、
な
る
べ
く
多
く
の
作
品
か
ら
何
例
か
抜
き
出
し
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

50

・
た
宝
す
ず
う
に
も
の
か
な
し
く
、
世
に
は
侍
る
ま
じ
き
心
地
の
せ
し
か
ば
・

〈
宇
津
保
・
国
譲
中
〉

。
飽
か
ず
か
な
し
き
恋
の
か
た
み
と
お
も
ふ
に
ほ
ひ
に
ま
が
へ
る
心
ち
す
る
に
、
思
ひ
も
よ
ら
ず
な
が
ら
、

す
雪
う
に
涙
も
と
ゴ
ま
ら
ず
。

　
　
　
　
〈
浜
松
・
一
〉

。
も
の
の
み
心
ぼ
そ
く
思
ひ
侍
り
て
、
す
ゴ
う
に
心
弱
き
や
う
に
な
り
も
て
ま
か
る
か
な
。

。
心
よ
り
外
に
て
過
ぐ
す
様
な
ど
の
、
す
ゴ
う
に
心
苦
し
く
思
え
侍
れ
ば
・

。
父
お
と
貰
は
さ
ら
な
り
、
よ
そ
の
人
だ
に
こ
そ
す
§
う
に
感
じ
た
て
ま
つ
り
け
れ
。

〈
寝
覚
・
一
〉

〈
狭
衣
・
三
〉

〈
大
鏡
・
道
兼
〉



。
こ
の
蔵
す
重
う
に
ゆ
さ
ゆ
さ
と
揺
ぐ
。

〈
古
本
・
六
五
V

右
に
記
し
た
F
の
六
例
は
D
と
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
D
は
、
理
由
な
く
自
然
に
進
ん
で
行
く
状
態
や
気
持
ち
に
つ
い
て
「
な
ん
と
な
く
」

と
用
い
る
も
の
で
、
程
度
に
つ
い
て
、
そ
の
強
弱
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
F
は
、
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
、
通
常
の
程
度

を
越
え
て
い
る
と
き
に
使
い
、
「
む
や
み
に
」
「
や
た
ら
に
」
と
訳
せ
る
も
の
を
言
う
。
一
番
初
め
の
『
宇
津
保
』
の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が

か
か
っ
て
い
る
モ
ノ
カ
ナ
シ
の
モ
ノ
に
、
す
で
に
「
な
ん
と
な
く
」
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
る
意
味
で
も
、
ス
ズ
ロ
は

F
に
と
っ
た
方
が
い
い
と
思
わ
れ
る
。
次
の
『
浜
松
』
の
例
は
、
涙
が
「
出
る
」
だ
け
で
な
く
、
　
「
止
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、

や
は
り
ス
ズ
ロ
を
F
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
例
も
、
D
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
前
後
の
文
章
か
ら
判
断
す
る
と
、
ス
ズ
ロ

の
意
は
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
言
う
F
と
と
っ
た
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
で
あ
る
。
右
の
う
ち
、
『
大
鏡
』
の
例
だ
け
は
、
　
「
父

大
臣
［
道
兼
］
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
人
で
さ
え
［
福
足
君
ノ
手
足
ヲ
ト
ッ
テ
ト
モ
ニ
舞
ッ
タ
道
隆
ノ
機
転
ヲ
］
や
た
ら
に
感
嘆
甲
し
上

げ
た
こ
と
だ
っ
た
」
と
訳
せ
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
感
ジ
タ
テ
マ
ツ
ル
と
い
う
良
い
意
味
の
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一

種
の
ほ
め
言
葉
と
も
と
れ
る
語
に
ス
ズ
ロ
が
か
か
っ
て
行
く
の
は
、
こ
れ
ま
で
出
て
き
た
例
に
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
使
い
方
で
あ
り
、

特
殊
な
感
じ
が
す
る
。
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
例
を
見
て
も
、
F
の
ス
ズ
ロ
が
か
か
る
語
は
、
失
ス
、
身
ヲ
離
ル
、
引
キ
忍
ブ
、
寒
シ
、
機

ラ
ヒ
、
ア
イ
ナ
シ
、
涙
グ
マ
シ
、
恐
ロ
シ
ゲ
ナ
リ
、
　
（
心
ガ
）
浮
カ
ブ
、
覚
束
ナ
シ
、
心
ボ
ソ
シ
な
ど
、
決
し
て
明
る
く
快
い
感
じ
を
与
え

る
も
の
で
は
な
い
。
　
（
注
4
）

よ
っ
て
、
ス
ズ
ロ
は
、
こ
れ
ま
で
の
A
～
E
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
基
本
的
に
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
語
と

併
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
G
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

O

「
す
ゴ
う
な
る
も
の
に
な
に
か
多
く
賜
ば
む
。
」
な
ど
、
あ
る
人
々
に
い
ひ
け
れ
ば
．
．

〈
大
和
・
一
四
八
V
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。
北
の
方
、
げ
に
我
が
子
供
男
女
あ
れ
ど
、
男
子
は
す
～
う
な
る
に
、
我
が
為
、
は
ら
か
ら
の
た
め
す
る
、
い
と
有
が
た
し
と
、
や
う
や



　
　
う
思
ひ
な
る
程
に
、
年
帰
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
落
窪
．
四
〉

　
。
御
び
づ
ら
結
ひ
て
下
り
さ
せ
給
へ
る
は
、
す
ゴ
う
な
る
人
だ
に
涙
と
ゴ
ま
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
．
四
〇
〉

　
。
あ
は
れ
に
い
と
ほ
し
き
物
に
思
は
れ
て
、
す
ゴ
う
な
る
人
の
手
よ
り
物
を
多
く
得
て
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
本
．
五
九
V

G
の
ス
ズ
ロ
は
右
に
記
し
た
四
例
が
す
べ
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
人
」
を
修
飾
す
る
連
体
形
ス
ズ
ロ
ナ
ル
と
し
て
用
い
ら
れ
、

「
か
か
わ
り
の
な
い
」
と
か
「
無
関
心
な
」
の
意
を
示
し
て
い
る
。
用
例
は
少
な
い
が
、
前
号
の
『
源
氏
』
に
出
て
来
た
用
法
と
も
よ
く
似

て
い
て
、
特
に
こ
れ
と
言
っ
た
問
題
は
な
い
。

最
後
の
H
も
用
例
が
少
な
い
の
で
、
全
部
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
。
す
～
う
に
「
う
た
よ
め
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
和
．
八
六
〉

　
。
年
の
覚
ゆ
る
ま
で
さ
る
事
の
な
き
を
思
ひ
歎
き
し
程
に
、
す
怠
う
な
る
人
い
で
き
て
、
二
つ
な
く
時
め
き
て
、
子
を
た
ゴ
生
み
に
生
め

　
　
ば
、
こ
れ
に
こ
そ
は
あ
め
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
．
国
譲
下
V

　
。
心
の
う
ち
に
は
「
す
需
う
な
る
身
の
あ
り
さ
ま
か
な
」
と
う
ち
思
ひ
つ
づ
け
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
寝
覚
．
三
V

　
。
す
ゴ
う
に
見
奉
る
人
、
い
と
笑
ま
し
う
思
ひ
奉
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
．
三
〉

　
。
僧
、
男
ノ
昇
ル
後
（
シ
リ
へ
）
二
昇
ル
ニ
、
ス
ゴ
ロ
ニ
高
々
ト
昇
ラ
ル
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
A
並
日
．
一
九
ノ
三
三
〉
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。
「
手
も
あ
ら
ば
や
」
と
思
へ
ば
、
す
～
う
に
出
で
来
。

〈
古
本
・
六
八
〉

。
行
方
も
知
ら
ぬ
山
に
す
里
う
に
て
あ
り
、
心
な
が
ら
い
と
あ
や
し
く
・
・

〈
と
り
・
中
V

H
は
、
意
外
だ
と
驚
く
と
き
に
用
い
る
点
で
、
B
と
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
B
が
、
そ
の
結
果
不
快
に
感
じ
る
の
に
対
し
、
H
は
必

ず
し
も
い
や
だ
と
は
感
じ
て
い
な
い
。
右
の
七
例
の
場
合
も
、
連
用
形
用
法
で
あ
れ
ば
、
「
だ
し
ぬ
け
に
『
歌
を
詠
み
な
さ
い
』
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
」
　
（
『
大
和
』
）
、
「
思
わ
ず
高
々
と
木
に
昇
っ
た
」
　
（
『
A
丑
目
』
）
、
「
『
人
手
が
欲
し
い
』
と
思
う
と
、
い
き
な
り
人
が
出

て
来
た
」
　
（
『
古
本
』
）
な
ど
、
そ
の
驚
き
が
予
想
外
に
大
き
い
こ
と
を
言
う
と
き
に
ス
ズ
ロ
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
連
体
形
用
法
の
場

合
も
、
懐
妊
と
い
う
こ
と
が
久
し
い
こ
と
な
か
っ
た
の
に
、
「
思
い
も
よ
ら
ぬ
人
〔
藤
壺
〕
が
現
れ
た
」
　
（
『
宇
津
保
』
）
と
か
、
　
「
『
思

い
が
け
な
い
わ
が
身
の
有
様
だ
な
あ
』
と
〔
寝
覚
上
ガ
〕
自
ら
の
運
命
を
思
い
続
け
る
　
」
　
（
『
寝
覚
』
）
な
ど
、
そ
の
意
外
性
に
と
ま
ど

い
は
し
て
い
る
が
、
不
快
に
ま
で
は
感
じ
て
い
な
い
。
右
に
訳
出
し
な
か
っ
た
『
栄
花
』
や
『
と
り
』
の
場
合
も
、
ス
ズ
ロ
は
、
単
な
る
驚

き
と
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
B
と
の
相
違
が
し
っ
か
り
と
認
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
、
そ
の
意
外

性
に
驚
く
の
が
H
の
ス
ズ
ロ
で
あ
る
。

以
上
、
A
～
H
ま
で
中
古
の
作
品
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
。
と
こ
ろ
で
、
今
回
調
査
し
て
み
た
結
果
、

前
号
で
取
り
挙
げ
た
『
伊
勢
』
『
枕
』
『
源
氏
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
意
味
の
ス
ズ
ロ
が
出
て
来
た
。
以
下
、
煩
雑
に
は
な
る
が
、

右
の
八
つ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
の
ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
あ
え
て
も
う
一
つ
こ
こ
に
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
れ

は
、
ど
う
い
う
わ
け
か
『
宇
津
保
』
に
例
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
中
の
一
つ
を
抜
き
出
し
、
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

。
〔
実
忠
ガ
］
こ
の
あ
て
宮
に
御
心
つ
き
給
ひ
て
、
　
「
い
か
で
聞
え
ん
」
と
お
ぽ
せ
ど
、
父
お
と
ゴ
に
聞
え
給
ふ
と
も
許
さ
れ
給
ふ
ま
じ

く
、
忍
び
て
あ
て
宮
に
聞
え
給
は
ん
も
す
ず
う
な
る
べ
け
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
藤
原
の
君
〉

右
は
、
十
二
歳
に
な
り
、
裳
着
も
済
ま
せ
た
あ
て
宮
に
実
忠
が
懸
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
て
宮
を
気
に
入
っ
た
実
忠
は
「
こ
の
気
持

ち
を
ど
う
し
て
伝
え
よ
う
」
と
思
案
す
る
。
父
の
正
頼
に
串
し
上
げ
て
も
許
さ
れ
そ
う
も
な
い
。
そ
こ
で
、
　
「
誰
に
も
知
ら
せ
ず
そ
っ
と
当
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人
の
あ
て
宮
に
い
う
」
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
す
ず
う
な
る
べ
け
れ
ば
」
と
、
こ
こ
で
ス
ズ
ロ
を
用
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
、
あ
て
宮
に
直
接
気
の
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
の
も
、
実
忠
に
と
っ
て
、
い
か
に
も
「
軽
々
し
く
は
し
た
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
、
ス
ズ
ロ
は
「
思
慮
の
な
い
様
子
」
に
つ
い
て
言
い
、
　
「
軽
率
で
あ
る
」
と
か
「
は

し
た
な
い
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
に
出
て
来
な
か
っ
た
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
な
の
で
、
新
た
に
ー
と
し
て
、
追
加
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

1
・
…
　
（
思
慮
の
な
い
様
子
、
考
え
の
浅
い
さ
ま
を
言
い
）
軽
率
で
あ
る
、
軽
々
し
い
、
は
し
た
な
い
、
恥
ず
か
し
い

な
お
、
こ
の
ー
は
、
『
宇
津
保
』
に
あ
と
八
例
見
え
る
他
、
『
寝
覚
』
『
と
り
』
に
も
出
て
来
る
。
．
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
、
左
に
記

し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
。
「
さ
わ
が
し
な
ど
物
し
給
は
ん
、
す
ず
う
な
る
事
な
れ
ば
、
う
た
て
お
ぼ
さ
ん
や
な
ど
と
て
な
ん
。
　
　
　
〈
宇
津
保
．
菊
の
宴
〉

。
中
将
「
な
ど
て
か
、
仲
忠
は
入
の
す
ず
う
な
り
と
思
は
む
こ
と
は
き
こ
ゆ
べ
き
。

・
「
す
ず
う
な
る
、
そ
こ
の
御
か
た
き
ひ
き
い
で
ん
と
い
ふ
か
な
。

。
さ
て
の
み
あ
ら
ん
も
、
い
と
す
ゴ
う
に
、
宮
の
御
有
様
も
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ぬ
に
．

°
。
「
す
ゴ
う
な
る
や
う
な
り
と
も
、
い
か
～
は
せ
ん
」
と
思
ひ
て
お
は
し
た
れ
ば
．
．
．

　
〈
宇
津
保
・
初
秋
〉

〈
宇
津
保
・
蔵
開
中
V

　
　
　
〈
寝
覚
・
四
〉

　
　
　
〈
と
り
・
上
〉

右
は
順
に
「
［
ア
テ
宮
へ
絶
エ
ズ
御
消
息
ス
ル
コ
ト
ハ
〕
不
良
だ
な
ど
と
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
は
し
た
な
い
薯
で
も
あ
る
の
で
、

片
腹
痛
く
お
思
い
に
な
る
だ
ろ
う
と
存
じ
ま
し
て
」
「
ど
う
し
て
私
〔
仲
忠
〕
は
人
が
は
し
た
な
い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
は
お
勧
め
な
ど
し
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ま
し
ょ
う
か
」
　
「
軽
々
し
い
事
だ
。
そ
な
た
の
敵
を
引
っ
張
り
出
し
て
来
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
な
」
　
「
そ
う
し
て
ば
か
り
い
る
の
も
誠
に
思

慮
深
く
な
い
こ
と
だ
し
、
女
一
の
宮
の
御
容
態
も
不
安
で
な
ら
な
い
の
で
」
「
『
軽
率
な
よ
う
で
あ
っ
て
も
、
ど
う
し
よ
う
』
と
思
っ
て

〔
中
納
書
ノ
所
二
〕
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
、
ス
ズ
ロ
は
い
ず
れ
も
ー
の
意
を
表
し
て
い
る
。

以
上
、
長
々
と
中
古
の
作
品
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
そ
れ
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。

以
後
こ
れ
ら
が
、
次
の
中
世
に
入
る
と
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
行
く
の
か
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
、
次
号
に
回
す
こ
と
に
し
た
い
。

な
お
、
今
号
の
締
め
く
く
り
と
し
て
、
最
後
に
調
査
の
対
象
と
し
た
作
品
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
別
用
例
数
を
掲
げ
、
大
方
の
ご
叱
正
を

期
待
し
て
、
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

〈
中
古
の
作
品
に
お
け
る
ス
ズ
ロ
の
意
味
別
用
例
数
V

落
窪
物
語

大
和
物
語

伊
勢
物
語

竹
取
物
語

二
A

一 一
B

一
C

一
D

E

F

一 一
G

一
H

1

一 三
’四

一
計
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狭
．
衣
物
語

更
級
日
記

夜
の
寝
覚

繧
塞
易
語

堤
中
納
言
物
語

紫
式
部
日
記

源
氏
物
語

和
豪
式
部
日
記

枕
草
子

宇
津
保
物
語

蜻
蛉
日
記

一 三 三 一 一

一 三

一 一 一 二 二

二 五 五 一 二 天 六 二

五 一
西 五 一

一
四 西 八 三 一

三

一 一 一

一
九

一 三 三 二
七 二 三

吾
一

西 充
一

56



と
り
か
へ
ば
や
物
語

古
本
説
話
集

今
昔
物
語
集

栄
花
物
語

一

五 三 二 三

一

二 一 一

一 一

一 一 一 一

一

九 一 六 一
四 五

注
1
今
回
の
調
査
の
際
に
参
考
と
し
た
本
は
、
左
に
記
す
も
の
以
外
、
す
べ
て
岩
波
書
店
発
行
の
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
あ
る
。

　
　
　
・
古
本
説
話
集
・
・
…
『
古
杢
説
話
集
総
索
引
』
　
　
山
内
洋
一
郎
　
　
昭
和
4
4
年
4
月
　
　
風
間
書
房

　
　
　
。
今
　
　
　
鏡
・
・
…
『
今
鏡
本
文
及
び
総
索
引
』
　
榊
原
邦
彦
他
　
　
昭
和
5
9
年
1
1
月
笠
間
書
院

　
　
　
。
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
・
『
校
注
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
　
鈴
木
弘
道
　
　
昭
和
5
1
年
3
月
　
　
笠
間
書
院
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2
B
に
は
他
に
、
　
「
す
ゴ
副
思
ひ
の
外
な
る
所
に
有
り
て
御
た
め
に
心
ざ
し
な
き
様
に
見
え
奉
る
事
」
〈
宇
津
保
．
国
譲
上
〉
と

　
い
う
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
不
覚
に
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
所
に
［
女
一
宮
ヲ
北
方
ニ
シ
テ
〕
住
む
よ
う
に
な
っ
て
、
藤
璽
へ
の

　
自
分
〔
仲
忠
〕
の
志
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
〔
ガ
残
念
ダ
〕
」
と
訳
せ
る
の
で
、
連
用
形
用
法
で
は
あ
る
が
、
ス
ズ

　
ロ
ニ
を
B
に
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

3
　
『
栄
花
』
の
こ
の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
「
笑
ま
し
う
」
に
か
か
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
　
「
思
ひ
や
ら
る
」
に

　
か
か
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
「
笑
ま
し
う
」
は
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
形
容
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
D
の

　
大
半
が
、
悲
シ
、
哀
レ
ナ
リ
な
ど
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
語
に
か
か
っ
て
行
く
例
が
多
い
中
で
、
珍
し
い
も
の
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
が
、
　
「
火
が
出
た
」
〈
栄
花
・
一
六
V
、
　
「
戸
が
ギ
イ
ー
ツ
と
鳴
っ
て
開
い
た
」
〈
今
昔
．
二

　
六
ノ
八
〉
な
ど
自
然
発
生
的
な
も
の
に
つ
い
て
使
わ
れ
た
ス
ズ
ロ
ニ
も
D
に
含
め
て
考
え
た
。

4
F
に
は
、
も
っ
二
つ
、
「
い
と
見
ま
ほ
し
き
心
ざ
ま
の
す
§
う
に
恋
し
く
侍
れ
ば
」
「
め
で
た
く
あ
は
れ
に
か
な
し
き
ま
で
す
～

　
副
思
は
し
う
思
ひ
き
こ
え
つ
い
た
る
人
に
て
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
例
が
あ
る
。
ど
れ
も
『
寝
覚
』
巻
三
に
見
え
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
「
会
っ
て
み
た
い
門
寝
覚
上
ノ
］
性
質
が
む
や
み
と
恋
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
」
　
「
す
ば
ら
し
い
と
、
し
み
じ
み
い
と
し
い
ま

　
で
に
や
た
ら
に
好
意
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
で
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
恋
し
」
「
思
は
し
」
と
い
う
必

　
ず
し
も
暗
く
寂
し
い
感
じ
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
語
に
か
か
っ
て
い
る
。
『
大
鏡
』
の
例
も
合
わ
せ
考
え
る
と
、
F
は
い
い
い

　
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
、
程
度
が
甚
し
け
れ
ば
、
用
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
例
は
か
な
り
少
な
い
。
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