
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
（
そ
の
三
）

我
喜
女
多
細
貝
マ
丁

こ
れ
ま
で
二
回
に
わ
た
り
、
形
容
動
詞
ス
ズ
ロ
ナ
リ
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
・
用
法
を
見
て
来
た
。
そ
も
そ
も
は
、
ス
ズ
ロ
が
立
届
盟
父
替

し
た
語
に
ソ
ゾ
ロ
も
存
在
す
る
の
で
、
こ
の
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
相
違
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
探
ろ
う
と
筆
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ス
ズ
ロ
の
意
味
が
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
思
い
も
か
け
ず
紙
数
を
費
や
し
て
、
ま
だ
な
か
な
か
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
述
べ

る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
」
の
（
そ
の
こ
で
は
、
平
安
時
代
の
代
表
的
な
羅
盟
『
枕
草

子
』
『
源
氏
物
語
』
の
三
作
品
に
つ
い
て
調
べ
た
が
、
す
で
に
こ
こ
で
、
ス
ズ
ロ
は
八
つ
の
意
味
に
分
か
れ
た
。
続
い
て
、
　
（
そ
の
二
）
で
、

右
の
三
作
以
外
の
中
古
の
作
品
に
当
た
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
か
な
り
使
用
量
に
差
が
見
ら
れ
た
が
、
八
つ
の
意
味
は
ど

こ
か
し
ら
の
作
品
で
必
ず
使
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
調
査
の
結
果
、
新
た
に
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
意
味
も
出
て
来
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
ス
ズ
ロ
は
合
計
九
つ
の
窓
味
・
用
法
を
有
し
て
い
る
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
九
つ
と
い
う

数
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
互
い
に
関
連
性
を
見
つ
け
て
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
含
写
で
は
、
こ
れ
ら

九
つ
の
意
味
．
用
法
が
中
世
や
近
憧
の
作
品
甲
に
も
出
て
来
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
前
号
を
引
き
継
い
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だ
形
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
☆
　
中
世

ま
ず
初
め
に
、
前
号
ま
で
と
重
複
し
て
し
ま
う
が
、
考
察
の
結
果
、

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

　
B
．
．
．
．
（
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
）

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

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

　
E
・
・
　
　
（
出
任
せ
で
、
筋
が
通
ら
な
い
様
子
を
言
い
）

　
F
・
・
　
　
（
あ
る
べ
き
程
度
を
越
え
て
い
る
さ
ま
を
言
い
）

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

　
H
．
．
　
　
（
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
て
驚
い
た
さ
ま
を
書
い
）

分
類
し
た
九
つ
の
意
味
を
す
べ
て
記
載
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

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
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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

ス
ズ
ロ
の
九
つ
の
意
味
は
右
の
通
り
で
あ
る
。
次
に
、
参
考
に
し
た
中
世
の
作
品
で
ス
ズ
ロ
が
使
わ
れ
て
い
た
も
の
を
ジ
ャ
ン
ル
別
に
左

に
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
作
品
は
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
挙
げ
る
折
な
ど
の
略
号
を
記
し
た
。

説
　
　
話
・
　
・

軍
記
物
語
・

日
　
　
記
・

紀
　
　
行
・

随
　
　
筆
・

歌
　
　
集
・

■

●
　
　
　
　
　
　
O

『
宝
物
集
』
　
（
宝
物
）

『
閑
居
友
』
　
（
閑
居
）

『
古
今
著
聞
集
』
（
著
蘭
）

『
保
藝
階
　
（
保
元
）

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
h

『
東
関
紀
行
』
　
（
東
関
）

『
徒
然
草
脳
　
（
徒
然
）

『
秋
篠
月
清
集
』
（
秋
篠
）

『
夫
木
和
歌
抄
』
　
（
夫
木
）

（
建
礼
門
院
）

『
発
心
集
』

『
撰
集
抄
』

『
沙
石
集
』

『
太
平
記
』

〈
注
1
＞

（
発
心
）

（
撰
集
）

（
沙
石
）

（
太
平
）

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
（
宇
治
）

『
十
訓
抄
』
（
十
訓
）

『
曽
我
物
語
隔
　
（
曽
我
）

『
と
は
ず
が
た
り
』
　
（
と
は
ず
）

『
新
古
今
和
歌
集
』
（
新
古
今
）
　
　
『
続
缶
今
和
歌
集
』

『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』
　
（
続
後
拾
遺
）
〈
注
2
＞

（
続
古
今
）
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連
　
歌
・
：
・
『
新
撰
菟
玖
波
築
』
（
新
撰
菟
玖
波
）
他
く
注
3
V

52

右
の
作
品
群
を
見
る
と
、
圧
倒
的
に
説
話
文
学
が
多
い
。
こ
れ
は
、
中
世
が
説
話
文
学
の
黄
金
時
代
と
言
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
元
々
作

品
数
が
多
い
の
で
、
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
代
表
的
な
説
話
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ス
ズ
ロ
が
必
ず
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
説
話
と
同
じ
く
中
世
に
入
っ
て
盛
ん
に
書
か
れ
始
め
た
軍
記
物
語
の
場
合
は
、
代
表
的
な

『
平
家
物
語
』
や
『
平
治
物
語
』
『
義
経
記
』
な
ど
に
ス
ズ
ロ
が
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
歴
量
脂
の
『
水
鏡
』
お

よ
び
『
増
鏡
』
、
随
筆
の
『
方
丈
記
』
、
物
語
評
論
の
『
無
名
草
子
』
、
紀
行
文
の
『
海
道
記
』
、
日
記
文
学
の
『
士
ハ
夜
日
記
』
『
中
務

内
侍
日
記
』
、
そ
し
て
室
町
期
に
つ
く
ら
れ
た
御
伽
草
子
に
も
ス
ズ
ロ
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
期
に
入
っ
て
新
し
く
生
ま
れ

た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
能
・
狂
言
、
抄
物
な
ど
の
諸
作
品
、
そ
し
て
中
世
末
に
成
っ
た
天
草
版
の
『
平
家
物
語
』
や
『
伊
曽
保
物
語
』

『
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』
『
こ
ん
て
ん
む
つ
す
む
ん
地
』
な
ど
に
つ
い
て
も
、
出
来
る
限
り
公
刊
の
索
引
類
を
ひ
も
と
い
て
み
た
が
、
ス

ズ
ロ
の
例
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
偏
り
は
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
右
に
掲
げ
た
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ

が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
A
か
ら
順
に
意
味
グ
ル
ー
プ
別
に
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
〈
注
4
＞

初
め
に
A
は
、
　
「
行
く
」
「
歩
く
」
　
「
旅
」
な
ど
明
ら
か
な
動
き
を
伴
っ
た
語
と
共
に
用
い
ら
れ
、
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
「
漫

然
と
」
の
意
を
示
す
ス
ズ
ロ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
古
で
も
使
用
率
が
全
体
の
約
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
が
、
中

世
以
降
も
わ
ず
か
二
例
し
か
出
て
来
な
い

。
十
日
余
が
程
、
す
ず
う
に
険
し
き
谷
・
峯
を
迷
ひ
あ
り
き
け
り
。

〈
発
心
・
三
〉

。
す
べ
き
方
な
く
て
、
心
の
あ
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
す
ず
う
に
馬
に
う
ち
の
り
て
打
ち
出
で
に
け
り
。

〈
発
心
・
四
〉

右
の
よ
う
に
、
A
の
ス
ズ
ロ
は
ど
れ
も
『
発
心
集
』
に
集
中
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ス
ズ
ロ
は
「
迷
ひ
あ
り
く
」
「
打
ち
出
づ
」

と
、
は
っ
き
り
し
た
動
き
の
あ
る
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
い
ず
れ
も
A
の
意
味
に
と
れ
る
。
た
だ
し
、
右
の
よ
う
に
か
な
り
使
用
範



囲
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
A
の
ス
ズ
ロ
は
時
代
と
共
に
徐
々
に
衰
え
て
行
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
B
と
C
は
、
い
ず
れ
も
中
世
作
品
に
お
け
る
用
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
B
は
、
予
期
に
反
し
て
い
や
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
に

不
満
足
な
気
持
ち
を
表
し
て
「
不
本
意
で
あ
る
」
　
「
と
ん
で
も
な
い
」
の
意
を
表
し
、
C
は
し
っ
く
り
し
な
い
で
面
白
味
に
欠
け
る
様
子
を

言
い
、
　
「
風
情
が
な
い
」
　
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
共
に
中
古
で
も
そ
の
使
用
率
が
四
パ
！
セ
ン
ト
前

後
と
か
な
り
低
く
、
ま
た
用
法
上
の
特
徴
と
し
て
両
方
と
も
連
体
形
で
使
わ
れ
て
い
た
。
ス
ズ
ロ
が
ス
ズ
ロ
ナ
ル
と
い
う
連
体
形
で
、
下
に

来
る
体
言
を
修
飾
す
る
用
法
は
、
中
古
で
も
そ
れ
程
多
く
は
出
て
来
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
と
よ
り
一
層
用
例
数
が
減
少
す
る
。
そ
こ

で
、
B
・
C
は
元
々
余
り
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
連
体
形
用
法
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
中
世
の
用
例
が
皆
無
で
あ
る
の
も

当
然
の
結
果
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

続
く
D
は
、
中
古
で
も
そ
の
使
用
率
が
三
十
二
・
五
パ
；
セ
ン
ト
で
、
ス
ズ
ロ
の
九
つ
の
意
味
の
中
で
は
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
傾
向
は
中
世
で
も
変
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
で
平
均
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
D
は
、
B
や
C
と

違
っ
て
、
主
と
し
て
連
用
形
で
使
わ
れ
、
心
情
表
現
の
語
に
か
か
っ
て
行
く
も
の
で
あ
る
。
意
味
的
に
は
「
何
と
な
く
」
「
わ
け
も
な
く
」

と
な
る
が
、
か
か
る
語
は
お
お
む
ね
動
詞
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
の
三
つ
に
分
か
れ
る
。
以
下
、
品
詞
別
に
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
見
て
行
く

こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
、
動
詞
に
か
か
っ
て
行
く
ス
ズ
ロ
ニ
に
は
、
表
現
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
「
涙
が
落
ち
る
」
時
に
、
形
容
語
と
し
て
用

い
た
例
が
あ
る
。

。
か
り
の
一
つ
ら
こ
の
ゐ
た
る
上
を
す
ぐ
る
音
の
す
る
も
ま
つ
あ
は
れ
と
の
み
き
き
て
、

す
ず
う
に
し
ほ
し
ほ
と
そ
な
が
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
建
礼
門
院
V

・
友
な
し
千
鳥
お
と
つ
れ
わ
た
れ
る
、
旅
の
空
の
う
れ
へ
す
ず
う
に
催
し
て
、
哀
か
た
が
た
ふ
か
し
。

〈
東
関
V

。
往
生
の
素
懐
を
遂
ぬ
と
侍
る
を
み
る
に
、
す
ず
う
に
泪
落
て
侍
り
き
。
哀
悲
き
我
等
か
な
。

〈
撰
集
・
一
ノ
三
V
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。
な
が
む
れ
ば
す
ず
う
に
お
つ
る
な
み
だ
か
な
い
か
な
る
時
ぞ
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
古
今
・
四
・
三
六
七
〉

。
や
ま
か
げ
は
　
こ
が
ら
し
ふ
き
て
　
も
の
が
な
し
　
す
ず
う
に
な
み
だ
　
お
ち
ぬ
日
ぞ
な
き
　
　
　
　
　
　
　
　
く
連
・
那
智
籠
V

右
は
い
ず
れ
も
こ
れ
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
理
由
も
な
い
の
に
、
涙
が
落
ち
る
時
に
使
っ
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
D
の
「
何
と
な
く
」

の
意
が
当
て
は
ま
る
。
続
い
て
、
右
の
「
涙
が
落
ち
る
」
と
も
関
係
し
て
い
る
が
、
「
袖
が
濡
れ
る
」
時
に
用
い
た
ス
ズ
ロ
ニ
が
あ
る
。

。
わ
が
こ
ひ
や
こ
の
せ
を
せ
き
と
す
ず
か
が
は
す
ず
う
に
そ
で
の
か
く
は
し
を
れ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
秋
篠
・
一
四
四
五
〉

。
難
波
人
あ
し
火
炊
く
屋
に
宿
か
り
て
す
ず
う
に
袖
の
し
ほ
た
る
る
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
新
古
今
．
一
〇
．
九
七
三
〉

。
つ
ら
さ
を
あ
し
の
　
ほ
に
や
い
で
な
む
　
し
の
ぶ
れ
ど
　
す
ず
う
に
あ
き
は
　
そ
で
ぬ
れ
て
　
　
　
く
連
・
明
応
五
・
八
・
一
五
V

・
ひ
と
こ
ふ
る
　
む
ね
に
あ
し
び
を
　
た
き
わ
び
て
　
す
ず
う
に
そ
で
の
　
ぬ
れ
そ
ふ
も
う
し
　
　
　
く
連
・
文
明
一
五
・
三
．
二
V

。
す
み
こ
そ
な
る
れ
あ
し
の
や
の
う
ち
　
た
び
は
た
だ
　
す
ず
う
に
ぬ
れ
し
　
こ
ろ
も
へ
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
く
連
・
那
智
籠
V

用
例
は
連
歌
に
多
い
が
、
こ
れ
も
た
だ
わ
け
も
な
く
袖
が
濡
れ
る
［
泣
ク
ノ
意
］
時
に
使
っ
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
D
の
意
味
に
な

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
D
は
、
理
由
も
な
く
何
か
が
起
こ
る
時
に
用
い
る
の
で
、
動
詞
の
中
で
も
右
に
述
べ
た
「
落
つ
」
「
濡
る
」
の
よ
う
に
、

自
動
詞
に
か
か
る
場
合
が
多
い
。

。
明
石
が
た
色
な
き
人
の
袖
を
み
よ
す
ず
う
に
月
も
や
ど
る
も
の
か
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
新
古
今
．
一
六
．
一
五
五
八
V
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。
こ
の
蔵
す
ず
う
に
ゆ
さ
ゆ
さ
と
ゆ
る
ぐ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宰
治
．
八
ノ
三
V

　
。
玄
覚
官
主
の
す
ず
う
に
な
き
給
ふ
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
．
ニ
ノ
四
V

　
。
か
の
み
国
に
生
れ
て
深
く
縁
を
結
て
侍
り
け
る
や
ら
ん
。
す
ず
う
に
た
の
も
し
く
お
ぼ
え
て
…
　
　
　
　
〈
撰
集
．
七
ノ
八
〉

　
。
年
来
し
た
が
へ
る
奴
碑
す
ら
は
な
れ
行
に
、
つ
づ
き
も
な
き
人
の
、
す
ず
う
に
歎
て
…
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
．
七
ノ
一
四
〉

　
・
さ
て
も
又
い
か
に
み
し
夜
の
夢
な
れ
ば
す
ず
う
に
覚
め
ぬ
音
は
な
か
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
続
後
拾
・
一
三
・
八
七
〇
〉

　
。
あ
き
き
ぬ
と
　
お
も
へ
ば
ゆ
ふ
べ
　
み
に
し
み
て
　
す
ず
う
に
こ
こ
ろ
　
な
に
う
か
る
ら
む
　
　
　
　
〈
連
・
延
徳
四
．
六
．
一
〉

　
。
あ
し
の
し
の
や
の
　
か
ね
は
さ
び
し
も
し
ぐ
れ
さ
へ
　
す
ず
う
に
あ
き
の
　
ゆ
め
さ
め
て
・
・
〈
連
・
永
正
七
．
一
〇
．
二
〇
〉

　
。
わ
れ
な
ら
ぬ
　
な
み
だ
や
あ
き
の
　
さ
そ
ふ
ら
む
　
す
ず
う
に
す
ぐ
る
　
を
ぎ
の
う
は
か
ぜ
　
　
〈
連
・
永
正
一
六
．
二
．
一
九
〉

右
の
例
は
「
月
が
宿
る
」
「
蔵
が
ゆ
さ
ゆ
さ
と
揺
れ
動
く
」
「
夢
が
覚
め
る
」
「
頼
も
し
く
思
わ
れ
る
」
「
風
が
過
ぎ
る
」
な
ど
、
い
ず

れ
も
こ
ち
ら
が
力
を
加
え
な
い
の
に
、
自
然
に
そ
う
な
っ
て
行
く
状
態
を
言
う
、
い
わ
ゆ
る
自
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
の
例
で
あ
り
、
意

．
味
は
「
何
と
な
く
」
と
な
る
。
な
お
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
動
詞
の
下
に
受
身
や
自
発
の
意
を
表
す
助
動
詞
の
「
る
」
「
ら
る
」
が
付
い
て

も
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
や
は
り
D
の
意
に
な
る
。

　
。
春
の
あ
け
ぼ
の
山
の
は
か
す
み
わ
た
り
て
み
ゆ
る
に
は
、
す
ず
う
に
お
も
ひ
い
で
ら
れ
て
・
．
．
　
　
　
　
〈
閑
居
．
下
．
一
V
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。
生
老
病
死
、
残
害
等
の
苦
に
責
ら
れ
、
す
ず
う
に
浮
世
に
ほ
だ
さ
れ
ぬ
る
、
悲
し
と
も
申
す
も
お
ろ
か
也
。
　
〈
撰
集
・
一
ノ
六
〉

。
み
侍
し
に
、
す
ず
う
に
昔
ゆ
か
し
く
思
や
ら
れ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
・
三
ノ
三
V

。
し
ぐ
れ
こ
し
　
あ
ら
し
も
つ
き
に
　
ふ
け
は
て
て
　
す
ず
う
に
ひ
と
そ
　
な
ほ
も
ま
た
る
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
連
・
池
田
〉
－

右
に
挙
げ
た
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
「
る
」
「
ら
る
」
が
付
く
と
、
「
思
い
出
さ
れ
る
」
「
ほ
だ
さ
れ
て
門
束
縛
サ
レ
テ
］
し
ま
う
」
な

ど
、
こ
ち
ら
の
意
志
に
関
係
な
く
自
然
推
移
的
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
表
す
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
こ
れ
又
D
の
意
味
と
な
る
。
そ
の

他
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
他
動
詞
に
か
か
っ
た
例
も
あ
る
。

。
す
ず
う
に
小
さ
や
か
な
る
厨
子
仏
を
お
こ
な
ひ
出
し
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
・
八
ノ
三
〉

。
秋
と
い
へ
ば
す
そ
の
に
な
ら
す
は
し
た
か
の
す
ず
う
に
人
を
こ
ひ
わ
た
る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
秋
篠
・
六
四
三
〉

。
春
日
大
明
神
ノ
示
現
ニ
ヨ
リ
テ
ス
ズ
ロ
ニ
御
経
蔵
ト
云
額
ヲ
一
枚
書
テ
オ
キ
給
タ
リ
ケ
レ
ド
モ
・
・
〈
十
訓
・
下
・
一
〇
ノ
七
〇
〉

。
げ
に
す
ず
う
に
月
に
む
か
ふ
な
が
め
さ
へ
つ
ら
く
お
ぼ
え
し
こ
そ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
と
は
ず
・
五
〉

。
か
り
ふ
き
の
　
あ
し
び
の
か
げ
に
　
し
ば
し
ね
て
　
す
ず
う
に
ご
ふ
る
　
さ
と
も
わ
す
れ
き
　
　
く
連
・
永
正
一
二
・
一
一
・
一
〇
V

・
あ
し
び
に
や
　
た
な
な
し
を
ぶ
ね
　
し
ら
る
ら
む
　
す
ず
う
に
も
の
の
　
あ
は
れ
を
ぞ
み
る
　
　
　
　
　
　
　
　
く
連
・
伊
勢
V

右
の
う
ち
、
『
宇
治
』
と
『
十
訓
』
の
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
何
と
い
う
こ
と
も
な
く
小
さ
な
厨
子
に
安
置
し
た
仏
像
を
修
行
し
な
が
ら
お
の
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ず
と
手
に
入
れ
た
」
「
春
日
大
明
神
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
あ
て
も
な
く
『
御
経
蔵
』
と
い
う
額
を
一
枚
書
き
お
置
き
に
な
っ
た
が
：
」

と
解
釈
出
来
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
お
こ
な
ひ
出
す
」
　
「
書
き
置
く
」
と
い
う
他
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
は
、
特
に
こ
れ
と

言
っ
た
目
的
も
な
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
何
と
な
く
」
の
D
の
意
味
が
当
て
は
ま
る
。
そ
の
他
の
例
も
「
恋
ふ
」

「
向
か
ふ
」
「
見
る
」
な
ど
ス
ズ
ロ
ニ
の
か
か
る
語
は
他
動
詞
と
は
い
え
、
あ
ま
り
動
き
を
伴
わ
な
い
心
情
表
現
の
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
行
為
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
ご
く
自
然
に
行
わ
れ
た
と
判
断
出
来
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
D
の
「
何
と
な
く
」
の
意
に
と
っ
て
い
い
よ

う
に
思
う
。

以
上
、
動
詞
に
か
か
る
D
の
ス
ズ
ロ
ニ
は
例
が
多
い
の
で
、
い
く
つ
か
に
分
け
て
見
て
来
た
。
次
に
形
容
詞
に
か
か
る
例
は
、
数
も
少
な

く
、
そ
の
形
容
詞
も
左
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

。
お
ぼ
つ
か
な
秋
は
い
か
な
る
故
の
あ
れ
ば
す
ず
う
に
物
の
か
な
し
か
る
ら
む

。
壁
の
も
と
の
き
り
ぎ
り
す
の
声
の
み
す
ず
う
に
す
さ
ま
じ
く
・

●

。
我
を
す
て
て
は
い
つ
く
へ
お
は
し
ま
す
そ
と
す
ず
う
に
か
な
し
く
て
・

。
松
む
し
の
声
も
ほ
の
め
く
月
影
に
す
ず
う
に
月
の
　
か
げ
そ
さ
び
し
き

。
か
づ
ら
き
や
　
と
ほ
や
ま
ぶ
し
の
　
す
り
ご
ろ
も
　
た
び
の
ひ
ぐ
れ
や
　
す
ず
う
か
な
し
き

。
た
も
と
の
つ
ゆ
の
　
ほ
し
も
や
ら
れ
ず
　
ふ
け
ゆ
け
ば
　
す
ず
う
に
か
な
し
　
く
も
れ
つ
き

。
こ
の
ご
ろ
の
　
あ
き
は
し
と
ど
に
　
そ
で
ぬ
れ
て
　
す
ず
う
に
か
な
し
　
の
わ
き
ふ
く
こ
ゑ

〈
新
古
今
・
四
・
三
六
七
V

〈
保
元
・
上
〉

〈
閑
居
・
上
ノ
一
七
〉

〈
新
撰
兎
玖
波
・
六
八
一
V

〈
連
・
老
耳
V

〈
連
・
吾
妻
辺
耳
捨
V

〈
連
・
文
安
雪
〉
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右
の
う
ち
、
『
保
元
』
の
例
は
き
り
ぎ
り
す
の
声
に
つ
い
て
言
う
「
す
さ
ま
じ
」
が
「
も
の
さ
び
し
い
」
の
意
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、

ス
ズ
ロ
ニ
は
、
い
ず
れ
も
形
容
詞
「
か
な
し
」
　
「
さ
び
し
」
な
ど
、
心
情
表
現
の
中
で
も
、
暗
く
寂
し
い
感
じ
を
示
す
語
に
か
か
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

続
い
て
形
容
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
の
例
は
、
形
容
詞
よ
り
も
さ
ら
に
少
な
い
。

58

。
秋
の
野
の
し
の
に
つ
け
お
く
す
ず
の
い
ほ
は
す
ず
う
に
月
も
ぬ
る
る
が
ほ
な
る

〈
秋
篠
。
一
一
二
一
〉

。
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
る
に
も
す
ず
う
に
あ
は
れ
也
。

〈
建
礼
門
院
・
三
二
四
〉

。
さ
て
も
往
生
の
素
懐
を
遂
給
な
ば
、
最
初
引
接
の
人
に
は
伊
勢
の
み
に
て
こ
そ
侍
ら
め
と
、

す
ず
う
に
あ
は
れ
に
侍
り
。

　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
・

一
ノ
四
〉

。
む
し
の
こ
ゑ
　
つ
き
の
ひ
か
り
に
　
あ
く
が
れ
て
　
す
ず
う
に
あ
き
そ
　
こ
こ
ろ
そ
ら
な
る

〈
連
・
熊
野
千
句
V

右
の
よ
う
に
形
容
動
詞
は
、
　
「
あ
は
れ
な
り
」
に
か
か
る
他
に
、
『
秋
篠
』
の
例
は
「
何
と
な
く
月
も
［
涙
二
］
濡
れ
て
い
る
様
子
で
あ

る
」
、
連
歌
の
『
熊
野
千
句
』
は
「
虫
の
声
、
秋
の
光
に
心
が
ひ
か
れ
て
、
わ
け
も
な
く
秋
は
上
の
空
で
あ
る
」
と
訳
せ
る
の
で
、
ス
ズ
ロ

ニ
は
D
の
「
何
と
な
く
」
の
意
を
表
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
心
情
表
現
の
語
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
を
見
て
来
た
が
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

。
か
た
わ
れ
づ
き
の
　
う
す
ぎ
り
の
そ
ら
　
す
ず
う
な
る
　
こ
こ
ろ
ぼ
そ
さ
も
　
あ
き
な
れ
や

〈
連
・
三
島
千
句
V

D
は
普
通
連
用
形
で
使
わ
れ
る
の
に
、
右
の
例
は
ス
ズ
ロ
ナ
ル
と
い
う
連
体
形
で
下
の
「
こ
こ
ろ
ぼ
そ
さ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
　
「
か
た

わ
れ
月
」
は
細
い
も
の
な
の
で
、
「
心
細
さ
」
と
い
う
語
を
持
っ
て
来
た
ら
し
い
が
、
こ
の
場
合
の
ス
ズ
ロ
ナ
ル
は
こ
れ
と
い
う
原
因
・
理



由
の
な
い
「
心
細
さ
」
を
言
う
の
で
、
D
の
意
味
に
と
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
連
体
形
の
D
も
あ
る
の
は
、
そ
れ
だ

け
D
の
用
法
範
囲
が
広
が
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
E
は
、
中
古
で
は
全
体
の
一
六
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
ま
あ
ま
あ
の
使
用
率
を
占
め
て
い
た
が
、
中
世
に
入
る
と
用
例
数
は
減
少

す
る
。。

何
の
往
生
の
事
も
お
ぼ
え
ず
。
す
ず
う
な
る
道
に
入
り
て
侍
る
也
。

。
す
ず
う
な
る
難
波
わ
た
り
の
け
ぶ
り
か
な
あ
し
火
た
く
屋
に
火
た
つ
る
比

。
誠
に
か
れ
ら
貧
な
る
出
で
立
ち
、
す
ず
う
な
る
事
ど
も
思
ひ
つ
ら
ね
ら
れ
て
・

〈
発
心
・
三
V

〈
夫
木
・
九
・
三
三
九
四
〉

〈
曽
我
・
七
〉

。
い
つ
く
を
も
っ
て
か
家
と
す
、
つ
ぐ
べ
き
を
ば
つ
が
で
、
す
ず
う
な
る
曽
我
の
な
に
が
し
と
よ
ば
れ
ぬ
る
上
は
、
家
の
紋
入
る
べ
か
ら

ず
。。

あ
な
か
ま
か
べ
の
　
き
り
ぎ
り
す
な
く
　
す
ず
う
な
る
　
こ
と
は
さ
だ
か
に
　
き
か
ま
ほ
し

〈
曽
我
・
八
〉

〈
連
・
大
永
五
・
正
・
二
五
〉

E
は
出
任
せ
で
筋
の
通
ら
な
い
様
子
を
言
い
、
　
「
い
い
加
減
な
」
「
で
た
ら
め
な
」
の
意
を
表
す
ス
ズ
ロ
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
五
例
は

い
ず
れ
も
こ
の
意
味
に
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
、
す
べ
て
連
体
形
用
法
で
あ
る
。
E
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
連
体
形
で
使
わ
れ
、

下
の
体
言
を
修
飾
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
も
こ
れ
ら
を
E
と
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
何
の
根
拠
も

な
い
で
た
ら
め
な
様
子
を
意
識
し
て
捉
え
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
批
判
的
な
目
で
見
て
い
る
の
が
こ
の
E
で
あ
る
。
た
だ
、
中
古
に
比
べ

る
と
、
用
例
数
が
か
な
り
減
少
し
て
来
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
次
の
F
は
、
中
古
で
も
二
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
使
用
率
で
D
に
次
い
で
多
か
っ
た
が
、
中
世
で
も
相
変
わ
ら
ず
よ
く
用
い
ら
れ
て

59



い
る
・
と
こ
ろ
で
・
こ
の
F
は
・
崖
が
激
し
い
さ
ま
を
言
い
、
「
む
や
み
に
」
「
や
た
ら
に
」
の
意
で
、
主
と
し
て
蕾
影
で
僅
わ
れ
る

も
の
だ
が
・
そ
の
課
・
用
法
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
う
ち
の
D
に
よ
く
似
て
い
る
。
つ
ま
り
、
D
が
．
汽
と
い
っ
た
理
田
も
な
く
、
自

燃
樋
腰
轟
纂
簾
郷
瓢
魏
控
筋
蟷
貿
講
毅
緩
魏
難
ぱ
婆
か
矯
肱
糠
諒
騨
盤

む
ね
、
他
動
詞
に
か
か
っ
て
行
く
。

°
醸
お
そ
る
べ
し
と
て
・
す
ず
う
に
嘉
す
つ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
悉
．
四
〉

°
砦
に
弟
子
と
得
け
た
る
聖
、
藻
れ
ど
、
す
ず
う
に
世
を
捨
て
た
る
人
は
な
し
。
　
　
　
　
〈
発
心
．
七
〉

°
い
と
書
な
る
聖
の
か
く
す
ず
う
に
誓
へ
ば
、
あ
さ
ま
し
意
ひ
て
．
．
．
　
　
　
　
〈
宇
治
．
ニ
ノ
▽

°
す
ず
う
に
け
ち
か
く
た
の
も
し
く
し
た
る
つ
と
め
は
な
け
れ
ど
も
・
：
　
　
　
　
　
〈
閣
盾
．
下
ノ
ニ
v

°
額
に
は
す
ず
う
に
老
の
婆
重
ね
、
眉
に
は
霜
の
つ
も
れ
る
を
も
弁
へ
ず
し
て
．
．
．
　
　
　
〈
饗
．
一
ノ
三
v

°
女
の
色
に
ほ
だ
さ
れ
て
・
す
ず
う
に
宴
富
士
の
官
同
ね
に
ょ
そ
へ
て
・
：
　
　
　
　
　
〈
饗
．
一
ノ
八
v

°
此
禦
の
ほ
と
り
に
て
す
ず
う
に
人
か
ら
む
る
喜
よ
り
な
し
。
　
　
　
　
　
　
△
鶴
集
．
垂
蓋
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
・
五
ノ
一
八
V

　
。
教
浅
ト
ス
ズ
ロ
ニ
ソ
シ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
・
七
ノ
五
〉

　
。
ス
ズ
ロ
ニ
世
ヲ
モ
人
ヲ
モ
浦
ミ
．
．
．
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。
あ
き
の
の
の
　
つ
ゆ
わ
け
ご
ろ
も
　
ほ
す
も
を
し
　
す
ず
う
に
か
せ
よ
　
そ
で
な
た
つ
ね
そ

〈
連
・
東
山
V

。
い
う
も
な
き
　
こ
こ
ろ
を
そ
れ
と
　
い
ひ
か
た
み
　
す
ず
う
に
し
も
や
　
か
へ
す
ひ
と
ふ
で

〈
連
・
伊
庭
〉

右
の
う
ち
「
捨
つ
」
「
食
ふ
」
　
「
か
ら
む
」
「
か
す
」
「
か
へ
す
」
な
ど
の
動
詞
は
意
志
的
な
行
動
を
表
す
の
で
、
D
の
「
何
と
な
く
」

で
は
十
分
に
意
が
伝
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
　
「
重
ぬ
」
「
よ
そ
ふ
」
　
「
そ
し
る
」
　
「
う
ら
む
」
な
ど
は
、
明
確
な
行
動
に
は
現
れ
ず
、
精
神
的

．
、
心
理
的
な
動
き
に
な
る
が
、
た
だ
「
何
と
な
く
」
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
積
極
的
な
自
分
の
気
持
ち
が
現
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
一

一
例
は
、
D
か
ら
進
ん
だ
F
の
「
む
や
み
に
」
「
や
た
ら
に
」
の
訳
が
ぴ
っ
た
り
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
他
動
詞
用
法
の
一
つ

に
「
心
を
く
だ
く
」
　
［
ア
レ
ヤ
コ
レ
ヤ
ト
思
イ
ワ
ズ
ラ
ウ
ノ
意
】
と
か
「
心
を
尽
く
す
」
　
［
全
精
力
ヲ
傾
ケ
ル
ノ
意
］
と
い
う
慣
用
句
が
あ

る
が
、
こ
れ
に
か
か
っ
て
行
く
ス
ズ
ロ
ニ
が
あ
る
。

。
を
り
ふ
し
の
う
つ
れ
ば
か
は
る
こ
ろ
も
で
に
、
す
ず
う
に
心
を
く
だ
き
・
・

〈
閑
居
・
上
・
一
九
〉

。
夜
ひ
る
隙
を
伺
て
、
す
ず
う
に
心
を
つ
く
し
、
神
仏
に
詣
て
も
・

〈
撰
集
・
一
ノ
ニ
V

。
宮
、
御
目
も
あ
や
に
つ
く
づ
く
と
御
覧
ず
る
に
、
こ
の
程
す
ず
う
に
御
心
を
尽
し
て
夢
に
も
せ
め
て
会
ひ
見
ば
や
と
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
八
V

右
の
例
な
ど
も
、
心
を
く
だ
い
た
り
、
尽
く
し
た
り
す
る
の
が
、
単
に
「
何
と
な
く
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
強
い
気
持
ち
か
ら

出
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
F
の
「
や
た
ら
に
」
の
意
と
と
っ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
さ
ら
に
、
D
の
場
A
只
動
詞
の
下
に
受
身

．
自
発
の
助
動
詞
「
る
」
「
ら
る
」
が
付
い
た
形
に
ス
ズ
ロ
ニ
が
か
か
っ
て
行
く
例
が
い
く
つ
か
出
て
来
た
が
、
F
で
は
こ
の
助
動
詞
が
、

使
役
の
「
す
」
に
変
わ
る
。
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。
逃
げ
ん
と
す
る
を
捕
へ
て
、
ひ
き
と
ど
め
て
、
す
ず
う
に
飲
ま
せ
つ
れ
ば
・

〈
徒
然
・
一
七
五
〉

62

量
的
に
は
右
の
一
例
だ
け
で
、
意
外
に
少
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
例
は
「
世
に
は
心
え
ぬ
事
の
お
ほ
き
な
り
」
と
書
き
出
し
た
作
者
兼
好

が
、
　
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
の
一
つ
と
し
て
、
　
「
無
理
強
い
に
酒
を
飲
ま
せ
る
こ
と
」
を
挙
げ
、
そ
れ
を
ス
ズ
ロ
ニ
で
修
飾
し
て
い

る
点
、
ま
さ
に
F
の
適
切
な
例
と
言
え
る
。
次
に
、
F
の
意
に
と
れ
る
ス
ズ
ロ
ニ
で
、
か
か
っ
て
行
く
動
詞
は
自
動
詞
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

。
五
妙
境
界
を
思
へ
ば
機
土
の
執
も
あ
ら
ず
。
す
ず
う
に
進
ん
で
つ
ひ
に
往
生
を
と
ぐ
る
也
。

〈
発
心
・
四
〉

。
大
方
此
の
身
は
有
る
に
も
あ
ら
ず
。
又
久
し
く
留
む
べ
き
物
に
も
あ
ら
ず
。
す
ず
う
に
化
生
す
る
物
に
も
あ
ら
ず
。
〈
発
心
．
七
〉

。
も
く
つ
た
く
蟹
の
か
や
り
火
そ
れ
す
ら
も
す
ず
う
に
か
か
る
下
も
え
や
せ
し

〈
夫
木
・
九
二
壬
二
八
三
V

。
む
し
の
ね
も
　
つ
き
ま
つ
に
は
の
　
く
ら
き
よ
に
　
す
ず
う
に
そ
で
は
　
ぬ
れ
ま
さ
る
こ
ろ

〈
連
・
文
明
八
・
三
・
六
V

。
か
り
そ
め
に
　
よ
る
の
う
ま
や
の
　
ひ
と
ね
ぶ
り
　
す
ず
う
に
い
そ
ぐ
　
み
ち
や
わ
す
れ
む

〈
連
・
伊
庭
〉

。
む
す
ぶ
に
も
　
や
は
ら
に
な
ら
ぬ
　
さ
さ
ま
く
ら
　
す
ず
う
に
ひ
と
の
　
す
ま
む
い
ほ
か
は

〈
連
・
伊
庭
V

右
の
六
例
は
自
動
詞
に
か
か
る
の
で
、
D
の
「
何
と
な
く
」
の
意
に
と
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
「
進
む
」
「
化
生
す
」

「
ま
さ
る
」
「
い
そ
ぐ
」
の
四
例
の
場
合
は
動
き
が
顕
著
で
、
動
く
前
の
状
態
に
比
べ
る
と
、
何
ら
か
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

た
だ
穏
や
か
に
「
何
と
な
く
」
と
解
釈
す
る
よ
り
も
、
も
っ
と
強
め
た
言
い
方
の
「
む
や
み
に
」
の
方
が
適
訳
で
あ
る
。
他
の
二
例
は
「
海

人
の
蚊
遣
り
火
で
さ
え
、
む
や
み
に
こ
ん
な
下
燃
え
［
人
知
レ
ズ
思
イ
コ
ガ
レ
ル
コ
ト
］
を
す
る
だ
ろ
う
か
（
イ
ヤ
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
）
」



「
笹
枕
は
や
た
ら
に
人
の
住
む
よ
う
な
庵
で
あ
ろ
う
か
（
イ
ヤ
そ
う
で
は
な
い
）
」
と
訳
せ
、
文
全
伝
が
反
語
の
意
を
表
し
て
い
る
。

て
こ
の
場
合
も
、
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
を
「
む
や
み
に
」
と
訳
し
た
方
が
、
反
語
の
表
現
が
よ
り
生
き
て
来
る
。

ま
た
、
同
じ
自
動
詞
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
の
例
で
、
涙
が
出
る
こ
と
を
表
現
し
た
言
い
方
に
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

よ
っ

。
そ
こ
ば
く
の
い
つ
は
り
を
構
へ
、
人
の
心
を
た
ぶ
ら
か
し
、
売
買
せ
る
、
見
侍
り
し
に
、

。
げ
に
筆
に
書
述
奉
る
に
も
、
す
ず
う
に
泪
の
も
れ
出
て
・

・
　
　
　
●

。
此
事
を
見
聞
に
す
ず
う
に
泪
も
れ
出
て
挟
を
し
ぼ
り
か
ね
き
。

す
ず
う
に
泪
の
こ
ぼ
れ
て
侍
り
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
・
一
ノ
六
〉

〈
撰
集
・
一
ノ
八
V

〈
撰
集
・
七
ノ
八
〉

涙
が
出
る
こ
と
は
、
す
で
に
D
で
も
何
例
か
見
て
来
た
が
、
そ
の
場
合
は
「
涙
落
つ
」
も
し
く
は
「
涙
流
る
」
と
い
う
言
い
方
で
、
わ
け

も
な
く
涙
が
落
ち
る
様
子
を
表
現
し
て
い
た
。
F
で
は
、
そ
の
涙
の
落
ち
る
度
合
い
が
強
く
な
り
、
右
記
の
よ
う
に
動
詞
が
「
こ
ぼ
る
」

「
も
れ
出
づ
」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
A
R
ス
ズ
ロ
ニ
を
「
何
と
な
く
」
の
意
に
と
る
の
は
ど
こ
と
な
く
物
足
り
な
い
。
こ
こ
で
は
涙

が
落
ち
る
を
一
層
強
調
し
た
表
現
と
と
り
、
ス
ズ
ロ
ニ
を
F
の
「
む
や
み
に
」
で
訳
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
、
動
詞
に
か
か
る
F
の
ス
ズ
ロ
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
先
に
述
べ
た
D
と
同
じ
よ
う
に
、
F
が
形
容
詞
お
よ
び
形
容
動
詞
に
か

か
っ
て
行
く
場
合
も
あ
る
。
初
め
に
形
容
詞
を
修
飾
す
る
も
の
は
、
左
の
二
例
に
な
る
。

。
甘
ア
ヂ
ハ
ヒ
苦
ク
カ
ハ
リ
、
ヤ
ハ
ラ
カ
ナ
ル
水
コ
ハ
ク
ナ
リ
テ
ス
ズ
ロ
ニ
ヒ
ト
ウ
ラ
メ
シ
。

。
フ
ケ
ユ
ク
鐘
ノ
音
モ
ス
ズ
ロ
ニ
恨
メ
シ
ク
・

〈
宝
物
・
二
V

〈
十
訓
・
下
・
九
ノ
八
〉

D
の
場
合
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
形
容
詞
を
修
飾
す
る
と
、
そ
の
形
容
詞
は
「
か
な
し
」
「
さ
び
し
」
な
ど
暗
く
て
寂
し
い
心
情
表
現
の
語
に
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限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
F
で
は
、
，
「
う
ら
め
し
」
と
い
う
意
志
的
・
積
極
的
な
形
容
詞
に
変
わ
る
。
そ
こ
で
、
当
然
ス
ズ
ロ
ニ
の
意
も

「
何
と
な
く
」
よ
り
も
「
や
た
ら
に
」
の
方
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

次
に
、
形
容
動
詞
に
か
か
る
F
の
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
や
は
り
二
例
で
、
い
ず
れ
も
『
撰
集
抄
』
に
見
え
、
用
法
も
酷
似
し
て
い
る
。

。
と
に
か
く
に
、
涙
の
す
ず
う
に
し
ど
う
な
る
に
・

O

。
此
歌
の
所
に
至
て
、
す
ず
う
に
涙
の
し
ど
う
な
る
に
侍
り
。

〈
撰
集
・
ニ
ノ
五
〉

〈
撰
集
・
四
ノ
ニ
〉

　
「
し
ど
う
」
は
「
秩
序
な
く
乱
れ
た
さ
ま
」
を
い
う
形
容
動
詞
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
を
涙
に
つ
い
て
用
い
れ
ば
、
涙
の
落
ち
具
合
が

普
通
で
は
な
く
、
は
な
は
だ
し
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
何
と
な
く
」
ポ
ロ
リ
と
落
ち
る
涙
で
は
な
く
、
質
的
に
も
量

的
に
も
激
し
く
落
ち
る
涙
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
ス
ズ
ロ
ニ
も
「
む
や
み
に
」
と
訳
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
F
の
ス
ズ
ロ
は
、
用
法
的
に
動
詞
・
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
三
つ
に
か
か
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
D
と
同
じ
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
D
が
更
に
進
ん
で
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
を
述
べ
る
に
至
っ
た
の
が
F
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
F
は
、
中

世
に
入
る
と
、
中
吉
よ
り
も
意
味
・
用
法
が
だ
い
ぶ
複
羅
化
し
て
来
て
い
る
。

続
い
て
、
G
の
ス
ズ
ロ
は
、
中
世
で
は
左
の
三
例
の
み
が
見
ら
れ
た
。

。
オ
コ
ノ
事
二
成
ナ
ム
ズ
ト
思
テ
、
ス
ズ
ロ
ナ
ル
法
師
ヲ
ト
ラ
ヘ
テ
、
ヲ
カ
シ
キ
モ
ノ
ニ
成
テ
、

ソ
ナ
タ
ヘ
ヤ
リ
ツ
。

　
　
　
　
〈
十
訓
・
上
・
四
ノ
三
V

。
を
こ
の
事
に
な
り
な
む
と
思
ひ
て
、
す
ず
う
な
る
法
師
を
と
ら
へ
て
、
を
か
し
の
物
に
つ
く
り
な
し
て
・

。
ぬ
し
有
る
家
に
は
、
す
ず
う
な
る
人
、
心
の
ま
ま
に
入
り
く
る
こ
と
な
し
。

●
　
　
　
●

〈
著
聞
・
五
七
五
V

〈
徒
然
・
二
一
二
五
〉
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こ
れ
ら
の
う
ち
、
『
十
訓
』
と
『
著
聞
』
は
同
じ
例
な
の
で
、
実
質
的
に
は
G
は
二
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
G
は
、

「
人
」
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
語
に
か
か
っ
て
、
必
ず
連
体
形
で
使
わ
れ
、
「
無
関
係
な
」
「
無
関
心
な
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。

右
の
例
も
そ
れ
ぞ
れ
「
何
の
関
係
も
な
い
法
師
を
捕
ま
え
て
不
番
な
者
の
よ
う
に
仕
立
て
て
」
「
主
人
の
い
る
家
に
は
無
関
係
な
人
が
思
い

の
侭
に
入
っ
て
来
る
こ
と
は
な
い
」
と
訳
せ
、
し
か
も
連
体
形
用
法
な
の
で
、
明
ら
か
に
G
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
G
は

中
古
で
も
使
用
率
が
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
非
常
に
低
か
っ
た
が
、
中
世
に
入
っ
て
も
、
こ
の
用
例
数
か
ら
推
し
て
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て

い
な
い
と
言
え
る
。

そ
の
次
の
H
は
、
中
世
で
は
わ
ず
か
に
左
の
一
例
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

。
そ
の
八
分
ば
か
り
の
さ
ん
を
、
置
き
加
ふ
る
と
見
れ
ば
、

あ
る
人
み
な
な
が
ら
す
ず
う
に
ゑ
つ
ぼ
に
入
り
に
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
・

一
四
ノ
ニ
〉

H
は
、
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
て
驚
い
た
時
に
用
い
る
ス
ズ
ロ
で
、
B
と
似
て
い
た
。
た
だ
B
が
、
出
現
し
た
事
態
に
不
快
感

を
覚
え
、
「
不
杢
慧
で
あ
る
」
の
意
を
示
す
の
に
対
し
、
H
は
単
に
驚
く
だ
け
で
、
「
思
い
が
け
ず
」
の
意
を
表
す
。
こ
の
例
は
「
そ
の
八

分
ば
か
り
の
算
木
を
置
い
て
組
む
と
見
る
や
、
そ
の
場
の
人
た
ち
は
み
な
思
い
も
寄
ら
ず
笑
い
興
じ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
せ
る
の
で
、
ス
ズ

ロ
ニ
は
特
に
不
快
感
を
伴
っ
て
い
ず
、
思
い
が
け
な
く
自
然
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
、
H
の
意
と
な
る
。
こ
の
H
は
中

古
で
も
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
使
用
率
で
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
世
で
も
用
例
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
最
後
の
ー
は
、

思
慮
の
な
い
様
子
を
言
い
、
　
「
軽
率
で
あ
る
」
と
か
「
恥
ず
か
し
い
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
中
古
で
は
主
と
し
て
『
宇
津
保
物
語
』

で
使
わ
れ
、
使
用
率
も
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
低
か
っ
た
が
、
中
世
で
は
、
左
の
二
例
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。

。
立
は
た
ら
く
に
し
た
が
ひ
て
、
す
ず
う
に
ひ
ら
れ
候
へ
ば
、
は
れ
に
て
も
え
ひ
か
へ
候
は
ず
。

〈
著
聞
・
五
四
二
V

。
大
方
は
知
り
た
り
と
も
、
す
ず
う
に
い
ひ
ち
ら
す
は
、
さ
ば
か
り
の
才
に
は
あ
ら
ぬ
に
や
と
き
こ
え
・

〈
徒
然
・
一
六
八
V
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初
め
の
例
は
、
屍
ひ
り
の
判
官
代
の
話
で
あ
る
。
立
ち
働
く
度
に
屍
を
ひ
る
様
子
に
ス
ズ
ロ
ニ
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
意
味
は
「
軽
率

に
」
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
。
二
番
目
の
例
は
「
一
般
に
、
知
っ
て
い
て
も
、
軽
々
し
く
放
言
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
の
才
能
で
は
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
と
思
わ
れ
、
自
然
ま
ち
が
い
も
あ
る
に
相
違
な
い
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
の
で
、
　
「
い
ひ
ち
ら
す
」
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
は
、
思
慮

も
な
い
軽
は
ず
み
な
さ
ま
に
つ
い
て
述
べ
、
1
の
意
に
な
る
。

さ
て
、
形
容
動
詞
ス
ズ
ロ
の
中
世
に
お
け
る
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
述
べ
て
来
た
。
そ
の
結
果
、

中
古
で
分
け
た
九
つ
の
意
味
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
、
B
・
C
の
よ
う
に
全
く
例
が
出
て
来
な
か
っ
た
も
の
や
、
A
・
E
・
G
・
H
・
1
の
よ
う

に
用
例
が
非
常
に
少
な
く
、
一
〇
例
に
も
満
た
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
反
対
に
中
世
に
な
っ
て
新
し
く
生
じ
た
意
味
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

一
言
で
言
え
ば
、
中
世
で
は
、
前
代
の
中
古
に
比
べ
て
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
が
か
な
り
狭
ま
っ
て
来
て
い
た
と
言
え
る
。
で
は
、
引
き
続

い
て
近
世
の
用
法
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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☆
近
世

こ
の
時
代
に
関
し
て
も
、
公
刊
の
索
引
類
を
元
に
な
る
べ
く
多
く
の
作
品
に
当
た
っ
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
主
だ
っ
た
作
品
の
ほ
と
ん
ど

に
ス
ズ
ロ
の
用
例
は
出
て
来
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
こ
の
期
の
三
大
文
学
者
と
言
わ
れ
る
井
原
西
鶴
、
松
尾
芭
蕉
、
近
松
門
左
衛
門
の
代
表

作
に
は
ス
ズ
ロ
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。
中
で
、
し
っ
か
り
と
ス
ズ
ロ
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
は
『
雨
月
物
語
』
で
、
左
の
よ
う
に
計
七
例

あ
っ
た
。
〈
注
5
V

。
大
三
十
日
の
夜
、

す
ず
ろ

不
慮
に
城
を
乗
と
り
し
か
ば
、

掃
部
殿
も
討
死
あ
り
し
な
り
。

〈
菊
花
の
約
V

。
近
曽
す
ず
う
に
物
の
な
つ
か
し
く
あ
り
し
か
ば
、
せ
め
て
其
躍
を
も
見
た
き
ま
ま
に
帰
り
ぬ
れ
ど
・

●
　
　
　
●

〈
浅
茅
が
宿
V

。
五
更
の
天
明
ゆ
く
比
、
現
な
き
心
に
も
す
ず
う
に
寒
か
り
け
れ
ば
・

●

〈
　
　
〃
　
　
〉



。
今
の
よ
か
ら
ぬ
言
を
聞
も
の
な
ら
ば
、

す
ず
ろ

不
慮
な
る
事
を
や
仕
出
ん
。

〈
吉
備
津
の
釜
V

。
夕
々
ご
と
に
は
つ
か
の
も
と
に
詣
て
見
れ
ば
、
小
草
は
や
く
も
繁
り
て
虫
の
こ
ゑ
す
ず
う
に
悲
し
。

。
面
さ
と
打
赤
め
て
恥
か
し
げ
な
る
形
の
貴
や
か
な
る
に
、

。
道
に
倒
る
る
と
も
い
か
で
か
は
と
聞
ゆ
る
に
、

董不
慮
に
心
動
き
て
・

ド不慮
な
が
ら
出
た
ち
ぬ
。

〈

〃

〉

〈
蛇
性
の
婬
〉

〈
　
　
〃
　
　
V

　
『
雨
月
物
語
』
の
特
徴
と
し
て
、
右
記
の
よ
う
に
半
分
以
上
の
ス
ズ
ロ
に
漢
字
の
「
不
慮
」
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
　
「
不
慮
」
は
「
思
い

を
め
ぐ
ら
さ
な
い
」
あ
る
い
は
「
思
い
が
け
な
い
」
の
意
を
表
す
漢
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
ス
ズ
ロ
の
A
～
1
の
意
味

は
ど
れ
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
右
の
意
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
漢
字
を
当
て
て
い
る
こ
と
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
さ
て
こ
こ
で
、
右

の
七
例
を
一
つ
ず
つ
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
最
初
の
「
菊
花
の
約
」
の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
攻
撃
的
・
積
極
的
な
「
乗
と
る
」

と
い
う
動
詞
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
F
の
「
む
や
み
に
」
の
意
が
最
も
当
て
は
ま
る
。
次
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
例
も
、
そ
れ
ほ
ど
強
く
は

な
い
が
、
程
度
の
激
し
さ
を
言
い
、
「
な
つ
か
し
」
に
か
か
る
ス
ズ
ロ
ニ
は
「
し
き
り
に
」
の
意
を
表
し
て
い
る
の
で
、
F
と
な
る
。
三
番

目
の
「
浅
茅
が
宿
」
の
例
と
「
士
鼠
踊
津
の
釜
」
の
後
の
方
の
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
暗
く
て
寂
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
形
容
詞
「
寒
し
」
「
悲
し
」
に

か
か
り
、
こ
れ
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
理
由
も
な
い
様
子
を
表
し
て
い
る
た
め
、
D
の
「
何
と
な
く
」
の
意
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
　
「
吉

備
津
の
釜
」
の
初
め
の
方
の
例
は
、
『
雨
月
物
語
』
中
唯
一
の
連
体
形
用
法
で
、
　
「
今
の
よ
く
な
い
言
葉
を
聞
い
た
ら
ば
、
ど
ん
な
短
慮
な

こ
と
を
し
で
か
さ
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
」
と
訳
せ
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
は
考
え
の
浅
い
さ
ま
を
言
う
ー
の
意
に
と
れ
る
。
残
る
「
蛇
性
の
婬
」

の
二
例
は
、
い
ず
れ
も
予
期
し
な
か
っ
た
こ
と
が
出
現
し
て
驚
い
た
様
子
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
驚
い
た
と
言
っ
て
も
、
初
め
の
方

は
「
恥
ず
か
し
そ
う
で
上
品
な
様
子
に
思
わ
ず
心
を
引
か
れ
て
」
の
意
で
、
ひ
た
す
ら
意
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
た
め
H
と
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
最
後
の
例
は
予
期
に
反
し
て
い
や
な
事
態
が
生
じ
た
時
の
不
満
な
様
子
を
言
い
、
「
不
本
意
な
が
ら
出
立
し
た
」
の
意
と

な
る
の
で
、
B
に
該
当
す
る
。
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以
上
、
『
雨
月
物
語
』
の
ス
ズ
ロ
は
意
味
グ
ル
ー
プ
で
言
う
と
、
B
一
、
D
二
、
F
二
、
H
一
、
1
一
の
七
例
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
作

品
に
こ
れ
だ
け
変
化
に
富
ん
だ
い
ろ
い
ろ
な
意
味
グ
ル
ー
プ
が
見
ら
れ
る
の
は
、
作
者
上
田
秋
成
が
も
っ
ぱ
ら
古
典
を
重
ん
じ
、
擬
古
文
で

書
き
表
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ス
ズ
ロ
が
質
量
共
に
最
も
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
中
古
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い

る
の
が
『
雨
月
物
語
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
に
、
近
世
の
作
品
で
目
に
止
ま
っ
た
ス
ズ
ロ
は
、
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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。
細
腰
の
法
師
す
ず
う
に
踊
り
け
り

〈
蕪
村
発
句
・
二
一
九
八
V

。
古
曽
部
の
入
道
は
じ
め
て
の
げ
ざ
ん
に
、
引
出
物
見
す
べ
き
と
て
、
錦
の
小
袋
を
さ
が
し
求
め
け
る
風
流
な
ど
お
も
ひ
出
つ
つ
す
ず
ろ

春
色
に
た
え
ず
侍
れ
ば
・

。
し
か
る
に
そ
の
身
の
程
を
も
顧
ず
、
鄙
随
の
挙
動
こ
は
礼
な
し
。

匡

こ
は
漫
也
。

〈
蕪
村
句
集
・
一
四
一
V

〈
椿
説
弓
蘇
月
・
前
編
・
糞
一
〉

。
か
か
る
瀬
に
沈
み
給
は
ず
は
、
い
と
も
か
し
こ
き
中
城
の
お
ん
身
を
も
て
孤
島
に
さ
す
ら
ひ
給
は
ん
や
。
こ
は
す
ず
ろ
也
。

〈
椿
説
弓
張
月
。
拾
遺
・
巻
之
一
〉

蕪
村
の
俳
句
の
例
は
、
ス
ズ
ロ
ニ
が
「
踊
り
け
り
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
激
し
い
動
き
が
感
じ
ら
れ
、
F
の
「
や
た
ら
に
」
の
意
が

ふ
さ
わ
し
い
。
次
の
説
明
文
は
「
山
吹
や
井
手
を
流
る
る
鉋
屑
」
と
い
う
俳
句
に
付
さ
れ
た
も
の
で
、
春
の
気
色
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
た

め
、
D
の
「
何
と
な
く
」
が
的
確
な
訳
と
な
ろ
う
。
続
く
『
椿
説
弓
張
月
』
の
二
例
は
用
法
的
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
意
味
は
違
う
。
初
め

の
方
は
「
齪
阻
（
ひ
ろ
う
）
の
挙
動
（
ふ
る
ま
ひ
）
」
が
「
下
晶
な
動
作
」
を
意
味
し
、
そ
れ
が
「
礼
（
い
や
）
な
し
」
、
つ
ま
り
「
無
礼

で
あ
る
」
と
な
る
の
で
、
こ
れ
と
併
行
し
た
形
で
使
わ
れ
て
い
る
ス
ズ
ロ
は
、
1
の
「
軽
率
で
あ
る
」
の
意
が
最
も
当
て
は
ま
る
。
二
番
目

の
例
は
前
文
が
「
こ
う
い
う
時
機
に
お
会
い
な
さ
ら
ね
ば
、
と
て
も
恐
れ
多
い
東
宮
の
御
身
で
孤
島
に
さ
す
ら
い
な
さ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」



と
訳
せ
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
は
H
の
「
意
外
で
あ
る
」
に
と
れ
る
。
要
す
る
に
、
蕪
村
も
馬
琴
も
古
典
に
造
詣
が
深
く
、
擬
古
的
な
文
章
を
書

い
て
い
た
の
で
、
ス
ズ
ロ
を
種
々
の
意
味
で
か
な
り
自
由
に
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
、
近
世
に
つ
い
て
は
文
献
を
す
べ
て
見
切
れ
な
か
っ
た
嫌
い
は
あ
る
が
、
中
世
に
比
べ
て
、
と
も
か
く
ス
ズ
ロ
の
用
例
が
減
少
し
て

い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
近
世
に
入
る
と
ス
ズ
ロ
は
も
っ
ぱ
ら
古
典
的
な
文
章
に
使
わ
れ
る
だ
け
で
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
は

言
え
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
近
世
の
辞
書
の
一
つ
『
書
量
子
考
節
用
集
』
に
は
ス
ズ
ロ
が
し
っ
か
り
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
近
世
に
も
ス
ズ
ロ
は
一
般
に
ま
だ
命
脈
を
保
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
中
古
で
あ
れ
程
多
く
の
意
味
・
用
法
で
使
わ
れ
て

い
た
ス
ズ
ロ
が
、
中
世
・
近
世
と
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
用
例
数
が
減
少
し
て
行
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
類
義
語
ソ
ゾ
ロ
の
存
在
が
大

き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ス
ズ
ロ
は
ま
た
、
ス
ゾ
ロ
と
い
う
形
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ス
ゾ

ロ
お
よ
び
ソ
ゾ
ロ
の
通
時
的
な
意
味
・
用
法
、
そ
し
て
ス
ズ
ロ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
次
号
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
今

回
は
か
な
り
紙
数
も
尽
き
た
の
で
、
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
ひ
と
ま
ず
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。

注
1

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
は
、
歌
集
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、

風
な
歌
集
な
の
で
、
今
回
は
日
記
と
し
て
扱
っ
た
。

各
歌
に
添
え
ら
れ
た
詞
書
が
長
く
、
歌
旦
記

2

歌
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
一
～
三
巻
（
勅
撰
集
・
私
撰
集
・
私
家
集
1
）
を
参
考
と
し
た
。
た
だ
し
、
ス

ズ
ロ
が
使
わ
れ
た
歌
で
、
作
者
か
ら
判
断
し
て
、
明
ら
か
に
平
安
時
代
の
作
と
わ
か
る
も
の
、
お
よ
び
重
複
し

て
い
る
も
の
は
除
外
し
た
。

3

連
歌
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
自
立
語
索
引
』

左
の
三
冊
を
参
考
と
し
た
。

（
山
根
清
隆
、
昭
和
四
十
五
年
、
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
）
の
他
に
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4

　
　
『
連
歌
の
新
研
究
』
索
引
編
、
勢
田
勝
郎
、
お
う
ふ
う
　
七
賢
の
部
　
　
平
成
五
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
祇
の
部
　
　
平
成
六
年
二
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肖
柏
・
宗
長
の
部
　
　
平
成
七
年
二
月
二
十
五
日

書
名
は
多
種
に
わ
た
る
の
で
、
連
歌
の
場
合
、
〈
連
〉
と
し
て
、
そ
の
下
に
く
三
島
千
句
V
〈
伊
庭
〉
〈
永
正

七
二
〇
・
二
〇
〉
な
ど
細
か
い
方
を
入
れ
た
。

右
以
外
で
今
回
参
考
に
し
た
作
品
は
左
に
記
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
掲
げ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
岩
波
書
店
の
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
参
考
に
し
た
。

。
宝
物
…

。
発
心
…

。
閑
居
…

。
建
礼
門
院
・

。
東
関
…

。
十
訓
…

。
沙
石
…

『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
　
宝
物
集
総
索
引
』
　
月
本
直
子
・
雅
幸
、
汲
古
書
院
、
平
成
五
年

『
発
心
集
　
本
文
・
自
立
語
索
引
』
、
高
尾
稔
・
長
嶋
正
文
、
清
文
堂
、
昭
和
六
十
年

『
閑
居
友
本
文
及
び
総
索
引
』
、
峰
岸
明
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
九
年

『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
　
校
本
及
び
総
索
引
』
、
井
狩
正
司
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
四
年

『
東
関
紀
行
本
文
及
び
総
索
引
』
、
江
口
正
弘
、
笠
問
書
院
、
昭
和
五
十
二
年

『
十
訓
抄
本
文
と
索
引
』
、
泉
基
博
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
七
年

『
慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
総
索
引
』
、
深
井
一
郎
、
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
五
年
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。
と
は
ず
・
・
『
と
は
ず
が
た
り
総
索
引
』
、
辻
村
敏
樹
、
笠
間
書
院
、
一
九
九
二
年

。
太
平
…
『
土
弄
本
太
平
記
杢
X
及
び
駈
盟
墓
累
引
』
、
西
端
幸
雄
・
志
甫
由
紀
恵
、
勉
誠
社
、
一
九
九
七
年

　
近
世
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
『
椿
説
弓
張
月
』
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
旧
版
）
を
、
他
の
も
の
は
左

　
記
の
本
を
参
考
に
し
た
。

。
雨
月
…
『
雨
月
物
語
本
文
及
び
総
索
引
』
、
鈴
木
丹
士
郎
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
〇
年

。
蕪
村
…
『
芭
蕉
・
蕪
村
発
句
総
索
引
』
、
井
本
農
一
・
浅
野
信
・
道
本
武
彦
・
谷
地
快
一
、
角
川
書
店
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
八
年

　
　
　
　
　
　
蕪
村
句
集
　
影
印
翻
刻
索
引
』
、
山
本
唯
一
、
法
蔵
館
、
昭
和
四
十
六
年
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