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ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
（
そ
の
四
）

血
姻
書
女
ゑ
ク
曲
貝
7
丁

中
古
の
文
学
作
品
に
は
、
ス
ズ
ロ
と
い
う
形
容
動
詞
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ス
ズ
ロ
が
立
晶
盟
父
替
し
た
ソ
ゾ
ロ
も
時

に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
語
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ

て
み
る
こ
と
に
し
、
ま
ず
、
ス
ズ
ロ
の
方
か
ら
調
べ
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
は
な
か
な
か
複
雑
で
、
す
で
に
こ

の
小
誌
で
過
去
三
回
に
わ
た
り
、
調
査
結
果
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
回
目
は
中
古
の
代
表
的
な
『
伊
勢
物
語
』

『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
謡
盟
の
三
作
品
、
二
回
目
は
他
の
中
古
の
作
品
、
そ
し
て
前
号
の
三
回
目
に
は
、
中
世
・
近
世
の
作
品
を
対
象
と
し

て
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
を
述
べ
て
来
た
。

本
号
で
は
、
ひ
と
ま
ず
ス
ズ
ロ
は
措
き
、
新
た
に
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
形
式
的

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
続
き
の
形
を
と
り
、
述
べ
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。



　
　
三
　
ソ
ゾ
ロ

ソ
ゾ
ロ
も
ス
ズ
ロ
と
同
じ
く
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
用
い
ら
れ
た
語
で
、
上
代
に
は
用
例
が
な
い
。

ス
ズ
ロ
と
比
較
考
察
を
し
な
が
ら
述
べ
て
行
き
た
い
の
で
、
ま
ず
初
め
に
重
複
す
る
こ
と
に
は
な
る
が
、

味
・
用
法
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
齢

・　　 ・　　 ●　　
●

●　　 ●　　 o　　
●

o　　 ●　　 ●　　
●

●　　 ●　　 ●　　 ●

・　　 ●　　
●

●　　 ●　　
●

●　　 ●　　 o

●　　 ●　　
●

（
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
ド

（
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
言
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
驚
い
た
さ
ま
を
書
い
）

と
こ
ろ
で
、
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
は

前
号
ま
で
に
述
べ
た
ス
ズ
ロ
の
意

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
、
は
し
た
な
い
、
恥
ず
か
し
い

　
右
に
記
し
た
ス
ズ
ロ
の
九
つ
の
意
味
・
用
法
が
は
た
し
て
ソ
ゾ
ロ
で
も
使
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、

行
く
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

こ
れ
ま
で
同
様
、
時
代
別
に
見
て

48

☆
中
古

こ
の
期
に
お
け
る
ソ
ゾ
ロ
は
ス
ズ
ロ
に
比
べ
て
き
わ
め
て
用
例
が
少
な
い
。
例
え
ば
、
主
な
作
品
で
言
う
と
、
『
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物

語
』
『
大
和
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
「
枕
草
子
』
『
更
級
日
記
』
『
大
鏡
』
『
古
本
説
話
集
』
『
今
鏡
』
に
は
、
ス
ズ
ロ
が
そ
こ
そ
こ
使
わ

れ
て
い
た
の
に
、
ソ
ゾ
ロ
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
　
（
注
1
）

調
査
し
た
作
口
串
、
ソ
ゾ
ロ
の
用
例
数
が
目
立
っ
て
多
か
っ
た
の
は
『
源
氏
物
語
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
作
品
そ
の
も
の
が
大
部
な
の

で
、
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
用
法
が
す
べ
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
源
氏

物
語
』
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
八
例
中
七
例
ま
で
が
形
容
詞
サ
ム
シ
（
寒
）
を
、
ま
た
一
例
は
形
容
動
詞
サ
ム
ゲ
ナ
リ
（
寒
気
）
を
下
に
伴
っ
た
形

で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
熟
語
化
し
た
も
の
と
し
て
、
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
と
い
う
形
容
詞
、
あ
る
い
は
ソ
ゾ
ロ
サ
ム

ゲ
ナ
リ
と
い
う
形
容
動
詞
と
し
て
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
し
て
意
味
的
に
は
、
9
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
の
場
合
は
、
自
然
現
象
を
対
象
と

す
る
と
、
左
に
記
す
い
く
つ
か
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
な
ん
と
な
く
肌
寒
い
」
の
意
を
表
す
。

。
内
裏
わ
た
り
の
旅
寝
す
さ
ま
じ
か
る
べ
く
、
気
色
ば
め
る
あ
た
り
は
そ
ぞ
ろ
寒
く
や
と
思
う
た
ま
へ
ら
れ
し
か
ば
．
．
．
〈
帯
木
〉

。
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
に
、
雪
や
や
散
り
て
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
、
竹
河
謡
ひ
て
か
よ
れ
る
姿
【
寄
リ
ア
イ
群
レ
ヲ
ナ
シ
テ
動
ク
姿
］
な
つ

か
し
き
声
々
の
、
絵
に
も
描
き
と
ど
め
難
か
ら
む
こ
そ
口
惜
し
け
れ
。

〈
初
音
〉

，



。
霜
の
い
と
こ
ち
た
く
置
き
て
、
松
原
も
色
ま
が
ひ
て
よ
う
つ
の
事
そ
ぞ
ろ
寒
く
お
も
し
ろ
さ
も
あ
は
れ
さ
も
立
ち
添
ひ
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
若
菜
下
V

次
に
、
こ
れ
を
人
事
の
面
で
用
い
る
と
、

と
な
る
。

O

ぞ
く
ぞ
く
し
た
落
ち
着
き
の
な
い
さ
ま
を
言
い
、
　
「
寒
気
が
す
る
ほ
ど
ぞ
っ
と
感
じ
る
」
の
意

［
源
氏
ノ
］
入
り
綾
［
舞
楽
ガ
終
ワ
ッ
テ
舞
人
ガ
退
場
ス
ル
ト
キ
、
再
ビ
綾
ヲ
ツ
ケ
テ
、
オ
モ
シ
ロ
ク
舞
イ
納
メ
ル
コ
ト
］
の
ほ
ど

そ
ぞ
ろ
寒
く
、
こ
の
世
の
事
と
も
お
ぼ
え
ず
。

【
故
院
ノ
］
あ
り
し
御
面
影
さ
や
か
に
見
え
た
ま
へ
る
、
　
【
源
氏
ハ
］
そ
ぞ
ろ
寒
き
ほ
ど
な
り
。

〈
紅
葉
賀
V

O
続
い
て
、
形
容
動
詞
の
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
は
左
に
記
す
一
例
で
あ
る
。

〈
須
磨
V

。
若
君
は
い
と
恐
ろ
し
う
、
い
か
な
ら
ん
と
わ
な
な
か
れ
て
、
い
と
う
つ
く
し
き
御
肌
つ
き
も
、
そ
ぞ
ろ
寒
げ
に
思
し
た
る
を
、
ら
う
た

く
お
ぼ
え
て
。
・
・

〈
若
紫
〉

右
は
光
源
氏
が
初
め
て
紫
上
の
邸
を
訪
れ
一
夜
を
過
ご
し
た
折
の
描
写
で
、
一
文
は
「
若
君
門
紫
上
ノ
コ
ト
］
は
た
い
へ
ん
恐
ろ
し
く
、

ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
し
ぜ
ん
と
震
え
て
、
非
常
に
美
し
い
お
肌
の
様
子
も
、
わ
け
も
な
く
い
か
に
も
寒
そ
う
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
を

［
源
氏
ハ
］
い
じ
ら
し
く
お
感
じ
に
な
っ
て
」
と
通
釈
出
来
る
。
よ
っ
て
、
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
は
寒
さ
と
恐
ろ
し
さ
に
震
え
る
紫
上
の

「
肌
つ
き
」
に
つ
い
て
言
い
、
「
な
ん
と
な
く
寒
そ
う
な
様
子
で
あ
る
」
の
意
と
な
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
と
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
ソ
ゾ
ロ
だ
け
を
見
る
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と
、
理
由
の
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
意
思
に
関
係
な
く
進
ん
で
行
く
感
じ
を
言
い
、
「
わ
け
も
な
く
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
は
、
先
述
し
た
ス
ズ
ロ
の
九
つ
の
意
味
の
う
ち
で
は
、
D
の
「
何
と
な
く
」
に
最
も
近
く
、
F
の
「
む
や
み
に
」
も
少
し
含
ま
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
と
い
う
語
形
は
、
開
源
氏
物
語
』
以
外
の
中
古
の
作
品
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の

で
、
左
に
用
例
を
列
挙
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
初
め
に
自
然
現
象
に
つ
い
て
言
う
「
何
と
な
く
肌
寒
い
」
意
の
例
を
掲
げ
る
。

　
。
い
と
よ
く
は
ら
は
れ
た
る
遣
水
の
、
心
地
ゆ
き
た
る
け
し
き
し
て
、
池
の
水
波
た
ち
さ
わ
ぎ
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
・
・
〈
紫
式
部
日
記
V

　
・
［
松
ノ
蔦
ノ
紅
葉
ナ
ド
ガ
］
い
み
じ
く
盛
り
に
、
色
々
め
で
た
く
見
ゆ
る
に
、
笑
ま
し
う
そ
ぞ
ろ
寒
し
。
　
〈
栄
花
物
語
・
一
一
〉

　
。
荻
吹
く
風
の
音
も
そ
ぞ
ろ
寒
く
旅
の
雁
の
た
よ
り
な
げ
な
る
声
も
耳
に
と
ど
ま
り
…
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
箋
胴
・
一
六
〉

次
に
、
人
事
面
で
「
ど
こ
と
な
く
ぞ
く
ぞ
く
す
る
感
じ
で
あ
る
」
の
意
を
示
す
例
と
し
て
は
、
左
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
。
思
ひ
み
だ
る
る
心
ち
は
い
と
そ
ぞ
ろ
さ
む
き
に
、
宮
も
御
ら
む
じ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
和
集
式
部
日
記
V

　
。
色
々
の
錦
の
中
よ
り
立
ち
出
で
た
る
船
の
楽
聞
く
に
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
お
も
し
ろ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
物
語
・
七
V

　
。
七
月
十
日
大
饗
あ
る
べ
し
な
ど
あ
る
程
、
こ
の
宮
門
一
品
宮
］
に
は
珍
し
か
る
べ
き
事
に
も
あ
ら
ね
ど
、
猶
そ
ぞ
ろ
寒
く
め
で
た
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
物
語
・
三
六
V

　
。
年
ご
ろ
は
こ
の
御
琴
の
音
う
け
給
は
り
つ
る
は
、
そ
ぞ
ろ
寒
く
す
ま
し
て
侍
り
つ
る
を
…
　
　
　
〈
浜
松
中
納
言
物
語
・
三
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヨ
タ
チ

　
。
此
ノ
男
、
貴
キ
事
限
リ
ナ
シ
、
身
ノ
毛
竪
テ
ソ
ゾ
ロ
寒
キ
様
二
思
ユ
。
、
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
昔
物
語
集
二
六
ノ
三
二
V
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。
こ
れ
［
姫
君
ノ
琴
］
は
い
と
お
も
し
ろ
く
美
々
し
く
そ
ぞ
ろ
寒
く
上
手
め
か
し
き
こ
と
・

O
　
　
　
O

〈
夜
の
寝
覚
・
五
〉

以
上
、
今
回
調
査
し
た
作
品
の
中
に
使
わ
れ
て
い
た
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
の
例
を
挙
げ
て
み
た
が
、
延
べ
に
し
て
九
例
に
な
り
、
意
外
に
多

か
っ
た
。
特
に
、
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
す
べ
て
の
例
が
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
古
の
代
表
的
な
作

品
『
源
氏
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
で
は
、
ソ
ゾ
ロ
は
す
ぐ
下
に
必
ず
「
寒
シ
」
ま
た
は
「
寒
ゲ
ナ
リ
」
を
伴
う
と
い
う
、
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
た
用
法
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
引
き
続
き
、
中
古
に
お
け
る
右
以
外
の
ソ
ゾ
ロ
の
用
法
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
以
下
、
前
述
し
た
ス
ズ
ロ
の
意
味
・
用

法
、
A
か
ら
ー
の
順
に
画
諮
を
比
較
し
な
が
ら
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
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
う
も
の
で
、
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
を
表
し
て
い

た
。
ス
ズ
ロ
の
場
合
に
も
こ
の
例
は
余
り
多
く
な
か
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
で
も
動
詞
「
走
る
」
「
山
二
入
ル
」
を
伴
っ
た
左
の
二
例
だ
け
が
こ

れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。

。
「
殊
の
外
に
見
苦
し
」
な
ど
笑
ひ
、
ひ
ご
じ
ろ
ひ
つ
つ
［
引
ッ
パ
リ
ア
イ
ナ
ガ
ラ
］
そ
ぞ
ろ
走
る
な
め
り
。
　
〈
狭
衣
物
語
・

。
浄
飯
王
ノ
御
子
ニ
テ
王
位
ヲ
継
グ
ベ
カ
リ
シ
ニ
、
ソ
ゾ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
フ

ニ
物
二
狂
ヒ
テ
山
二
入
テ
仏
二
成
リ
タ
リ
ト
ゾ
云
ナ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
A
晃
昆
黎
帽
集
・
一
ノ
一

次
に
、
ほ
と
ん
ど
連
体
形
で
使
わ
れ
「
不
本
意
で
あ
る
」
の
意
を
示
す
B
は
、

た
が
、
ソ
ゾ
ロ
の
場
合
も
左
の
一
例
が
見
つ
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

一
〉一

V

こ
れ
ま
た
、
A
と
同
じ
く
、
ス
ズ
ロ
の
用
例
も
少
な
か
っ

O

「
よ
う
つ
の
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
看
の
か
く
そ
ぞ
ろ
な
る
精
進
し
て
お
は
す
る
よ
」

〈
蜻
蛉
日
記
・
中
・
天
禄
二
年
六
月
〉
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右
は
若
君
の
鳴
滝
参
籠
に
つ
い
て
使
者
が
言
う
言
葉
で
、
　
「
ど
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
若
君
が
こ
ん
な
不
本
意
な
糟
進
を
し
て
お
い
で

な
の
が
お
気
の
毒
で
」
と
解
釈
出
来
る
。
よ
っ
て
、
ソ
ゾ
ロ
は
ス
ズ
ロ
の
B
と
同
義
に
と
れ
る
。

続
く
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
意
を
表
す
C
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
事
（
こ
と
）
」
に
か
か
る
形
を
と
り
、
非
常
に
用
法
的
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
ス
ズ
ロ
の
場
合
も
ほ
と
ん
ど
用
例
が
な
か
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
で
は
左
の
一
例
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。

。
「
さ
て
は
、
そ
ぞ
ろ
な
る
こ
と
を
お
ぼ
す
に
こ
そ
あ
ら
め
」

〈
宇
津
保
物
語
・
国
譲
・
中
V

右
は
藤
壺
の
機
嫌
が
悪
い
の
を
東
宮
が
悩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
ソ
ゾ
ロ
ナ
ル
コ
ト
で
「
取
る
に
足
り
な
い
こ
と
」
ま
た
は
「
つ
ま
ら
な

い
こ
と
」
の
意
を
表
す
。
用
法
的
に
も
ソ
ゾ
ロ
は
す
ぐ
下
の
「
事
（
こ
と
）
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
の
C
と
同
じ
に
な
る
。

そ
の
次
の
D
は
、
ス
ズ
ロ
の
場
合
も
九
つ
の
意
味
の
中
で
最
も
使
用
量
が
多
か
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
も
例
外
で
は
な
い
。
特
に
『
と
り
か
へ

ば
や
物
語
』
は
八
例
中
六
例
ま
で
が
こ
の
意
味
に
と
れ
る
。
左
に
い
く
つ
か
の
例
を
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

。
か
げ
に
い
つ
し
か
と
思
ひ
し
も
、
お
よ
び
が
ほ
に
こ
そ
。
そ
ぞ
ろ
に
う
ち
笑
み
、
心
地
よ
げ
な
る
や
。

。
「
い
か
で
こ
な
た
を
勝
た
せ
て
し
が
な
」
と
そ
ぞ
ろ
に
思
ひ
な
り
ぬ
。

。
い
か
で
か
く
て
世
に
は
あ
ら
じ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
お
ぼ
ゆ
る
心
の
、

〈
紫
式
部
日
記
V

〈
堤
中
納
言
物
語
・
貝
あ
は
せ
V

年
月
に
添
へ
て
も
ま
さ
り
侍
れ
ど
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
上
V

。
え
つ
つ
み
あ
へ
給
は
ず
、
涙
の
こ
ぼ
る
れ
ば
、
そ
ぞ
ろ
に
は
し
た
な
き
心
地
し
て
・

。
右
の
大
臣
の
女
君
に
、
そ
ぞ
ろ
に
見
馴
れ
し
ほ
ど
の
事
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
て
・

●
　
　
　
●

■
　
　
　
●

〈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
中
V

〈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
下
V
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」

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
連
用
形
で
使
わ
れ
、
　
「
う
ち
笑
む
」
　
「
思
ふ
」
　
「
お
ぼ
ゆ
」
　
「
は
し
た
な
し
」
な
ど
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
動
き

の
少
な
い
心
情
表
現
の
動
詞
、
ま
た
は
形
容
詞
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ズ
ロ
の
D
と
同
じ
用
法
と
言
え
る
。
最
後
の
『
と
り

か
へ
ば
や
物
語
』
の
例
も
「
右
大
臣
の
女
君
に
何
と
は
な
し
に
夫
婦
と
し
て
親
し
ん
で
い
た
頃
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
」
と
訳
せ
る
の
で
、

ソ
ゾ
ロ
は
D
の
意
味
に
な
る
。

続
く
E
は
連
体
形
用
法
で
、
出
任
せ
で
筋
が
通
ら
な
い
様
子
を
言
い
、
「
い
い
加
減
な
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ス
ズ
ロ

の
場
合
に
は
、
あ
る
程
度
使
用
例
が
あ
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
で
は
左
に
掲
げ
る
『
浜
松
中
納
昌
曇
盟
の
二
例
の
み
だ
っ
た
。

。
わ
れ
そ
ぞ
ろ
な
り
し
人
と
思
ひ
す
て
て
、
人
知
れ
ぬ
思
ひ
に
く
だ
け
ど
・

●
　
　
　
●

〈
浜
松
中
納
言
物
語
・
五
〉

。
ま
こ
と
の
け
ち
か
き
契
り
の
か
た
に
心
よ
り
は
て
て
「
あ
ら
ぬ
そ
ぞ
ろ
な
る
人
ぞ
」
な
ど
教
へ
立
て
ら
れ
ん
こ
そ
、
い
み
じ
く
く
ち
を

し
・
？
心
う
か
る
べ
け
れ
。

・

〈
浜
松
中
納
言
物
語
・
五
〉

右
は
い
ず
れ
も
中
納
言
の
こ
と
を
「
不
誠
実
で
い
い
加
減
な
人
」
と
評
し
て
い
る
の
で
、
ス
ズ
ロ
の
E
と
同
じ
に
な
る
。

そ
の
次
の
、
程
度
の
甚
し
い
こ
と
を
言
い
「
む
や
み
に
」
の
意
を
表
す
と
い
う
F
は
、
ス
ズ
ロ
の
場
合
、
D
に
つ
い
で
用
例
数
が
多
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ゾ
ロ
で
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
左
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

。
「
か
た
ち
あ
り
さ
ま
も
、
か
く
こ
そ
は
あ
ら
め
」
と
聞
く
に
そ
ぞ
ろ
に
涙
こ
ぼ
れ
て
・

〈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
上
V

ス
ズ
ロ
を
「
涙
」
に
用
い
た
場
A
R
　
「
流
る
」
「
落
つ
」
な
ど
の
動
詞
を
伴
え
ば
、
自
然
発
生
的
で
穏
や
か
な
の
で
、
D
の
「
な
ん
と
な

く
」
の
意
に
し
た
。
し
か
し
、
同
じ
動
詞
で
も
「
あ
ふ
る
」
　
「
こ
ぼ
る
」
な
ど
は
、
た
だ
流
れ
る
の
で
は
な
く
、
量
的
な
多
さ
や
、
質
的
な

強
さ
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
F
の
「
む
や
み
に
」
の
意
を
当
て
は
め
て
区
別
し
た
。
よ
っ
て
、
右
の
例
は
「
こ
ぼ
る
」
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
、
F
の
意
に
な
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
明
ら
か
に
F
と
と
れ
る
ソ
ゾ
ロ
は
中
古
で
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
た
だ
し
、
初
め
に
述
べ
た
ソ
ゾ
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ロ
サ
ム
シ
や
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
の
ソ
ゾ
ロ
に
多
少
な
り
と
も
「
む
や
み
に
」
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
F
も
そ
の
使
用

量
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

次
の
G
は
「
人
」
や
「
男
」
に
か
か
り
、
「
無
関
心
な
」
と
か
「
無
関
係
な
」
の
意
を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
私
が
調
べ
た
限
り
、
中
古

の
ソ
ゾ
ロ
に
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ス
ズ
ロ
の
場
合
も
G
の
使
用
率
は
低
か
っ
た
の
で
、
ソ
ゾ
ロ
で
用
例
が
皆
無
だ
っ
た
の
は
大

い
に
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思
う
。

つ
い
で
H
は
、
予
期
に
反
し
た
事
態
が
起
こ
る
と
い
う
点
で
は
B
と
よ
く
似
て
い
た
。
た
だ
、
B
が
「
不
本
意
で
あ
る
」
と
不
満
な
様
子

を
述
べ
る
の
に
対
し
、
H
は
「
思
い
が
け
ず
」
と
い
う
単
な
る
驚
き
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
H
も
ス
ズ
ロ
の
例
が
少
な

か
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
の
場
合
も
左
の
一
例
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
コ
ト

　
。
夫
起
キ
上
リ
テ
見
ル
ニ
、
実
二
盗
人
モ
ナ
ケ
レ
バ
、
「
障
紙
ノ
ソ
ゾ
ロ
ニ
倒
レ
懸
リ
タ
リ
ケ
ル
也
ケ
リ
」
ト
思
ヒ
得
テ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
今
菩
易
譲
集
・
二
八
ノ
四
二
V

最
後
に
ー
は
、
思
慮
の
浅
い
様
子
を
言
い
「
軽
率
で
あ
る
」
と
か
「
恥
ず
か
し
い
」
の
意
を
表
し
て
い
た
。
ス
ズ
ロ
の
場
合
に
は
『
宇
津

保
物
語
』
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
の
例
は
、
同
じ
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
に
見
え
る
。

　
。
大
将
「
あ
や
し
く
そ
ぞ
ろ
に
て
ま
ゐ
り
け
る
か
な
」
と
お
ぼ
せ
ど
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
物
語
・
内
侍
の
か
み
〉

。
そ
の
こ
と
と
な
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
給
は
ん
も
そ
ぞ
ろ
な
れ
ば
・

〈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
・
上
〉

右
の
う
ち
『
宇
津
保
』
の
例
は
大
将
の
参
内
に
対
し
て
軽
率
で
あ
る
と
言
い
、
『
と
り
か
へ
ば
や
h
の
方
は
「
こ
れ
と
い
っ
た
名
目
が
な

く
て
出
仕
な
さ
る
の
も
軽
々
し
い
の
で
」
と
訳
せ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
ソ
ゾ
ロ
は
ス
ズ
ロ
の
ー
と
同
義
に
な
る
。

以
上
、
A
か
ら
ー
ま
で
ス
ズ
ロ
の
意
味
と
比
較
し
な
が
ら
述
べ
て
来
た
が
、
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
で
出
て
来
な
か
っ
た
の
は
、
G
の
「
無
関
心

な
」
だ
け
だ
っ
た
。
要
す
る
に
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
は
、
使
用
量
に
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
中
古
で
は
、
そ
の
意
味
・
用
法
が
非
常
に
よ
く
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似
た
使
わ
れ
方
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
ソ
ゾ
ロ
の
場
合
、
ス
ズ
ロ
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
意
味
・
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。

の
使
い
方
に
な
る
。

こ
れ
は
形
式
的
に
は
左
に
記
す
よ
う
な
二
つ

。
北
方
は
そ
ぞ
ろ
に
お
ぼ
さ
る
れ
ど
、
こ
の
君
を
か
く
だ
に
あ
ら
せ
ん
や
は
と
お
ぼ
し
て
、

お
は
し
て
見
た
ま
へ
ば
…

　
　
　
　
〈
宇
渚
擾
悶
・
国
譲
・
中
〉

。
と
か
う
思
ひ
つ
づ
く
る
も
、
心
の
う
ち
も
そ
ぞ
ろ
な
る
心
地
す
れ
ば
、

い
そ
ぎ
た
ち
て
、
や
が
て
廣
澤
に
参
り
給
へ
れ
ば
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
夜
の
寝
覚
・
二
〉

初
め
の
『
宇
津
保
』
の
例
は
、
袖
君
を
こ
う
し
て
お
い
て
よ
い
も
の
か
と
思
わ
れ
て
三
条
に
お
い
で
に
な
っ
た
北
の
方
の
気
持
ち
に
つ
い

て
言
及
し
た
も
の
で
、
連
用
形
で
使
わ
れ
た
ソ
ゾ
ロ
は
、
気
分
に
任
せ
て
落
ち
着
か
ず
浮
き
足
立
っ
て
い
る
様
子
を
指
し
て
い
る
。
次
の

『
夜
の
寝
覚
b
は
、
「
あ
れ
こ
れ
思
い
続
け
て
、
心
中
何
か
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
が
す
る
の
で
、
　
［
宰
相
中
将
ハ
］
急
い
で
廣
澤
に
参
上

な
さ
い
ま
す
と
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
よ
っ
て
、
ソ
ゾ
ロ
は
宰
相
中
将
の
そ
わ
そ
わ
と
し
た
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
を
言
い
、
形
式
的

に
は
連
体
形
で
「
心
地
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
連
用
形
か
連
体
形
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
意
味
的
に
は
両
方
と
も
人
の
気
持
ち
に

つ
い
て
「
そ
わ
そ
わ
と
し
て
落
ち
着
き
が
な
い
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ス
ズ
ロ
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
意
味
な
の
で
、
こ
こ
で

新
た
に
J
と
し
て
、
ソ
ゾ
ロ
の
方
に
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
J
に
は
、
他
に
左
の
二
例
が
あ
る
。

。
御
心
し
ら
ひ
の
世
の
つ
ね
な
ら
ぬ
を
、
尼
上
は
そ
ぞ
ろ
な
る
心
地
し
給
へ
れ
ど
・

〈
浜
松
中
納
幽
曇
醐
・
三
V

。
所
が
ら
に
や
我
も
そ
ぞ
ろ
に
浮
き
た
ち
ぬ
ば
か
り
き
こ
ゆ
な
り
。

〈
夜
の
寝
覚
・
二
〉

以
上
、
中
古
に
お
け
る
形
容
動
詞
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
・
用
法
を
ス
ズ
ロ
と
比
べ
な
が
ら
見
て
来
た
が
、
時
代
が
下
る
と
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
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変
わ
っ
て
行
く
の
か
、
引
き
続
き
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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☆
中
世

前
代
の
中
古
で
は
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
差
が
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
現
れ
て
い
な
か
っ
が
、
こ
の
時
代
に
入
る
と
、
双
方
の
使
い
方
に
徐
々
に

変
化
が
見
え
て
来
る
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
　
（
注
2
）

ま
ず
初
め
に
、
中
世
の
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ
に
は
用
例
が
あ
っ
た
の
に
、
ソ
ゾ
ロ
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
を
列
挙
す
る
と
、

『
宝
物
集
』
『
発
心
集
』
『
東
関
紀
行
』
『
古
今
著
聞
集
』
『
沙
石
集
』
に
な
る
。
反
対
に
ス
ズ
ロ
の
用
例
は
な
か
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
は
出

て
来
る
と
い
う
作
品
に
は
『
平
家
物
語
隔
『
無
名
草
子
』
『
閑
吟
集
』
『
御
伽
草
子
』
『
増
鏡
』
『
義
経
記
』
『
天
草
本
平
家
物
語
』
が
挙

げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
謡
曲
や
狂
言
も
ス
ズ
ロ
は
な
い
が
、
ソ
ゾ
ロ
は
何
例
か
用
い
ら
れ
て
い
る
。
右
の
事
実
か
ら
す
る
と
、
説
話
文
学
で
は

圧
倒
的
に
ス
ズ
ロ
が
よ
く
使
わ
れ
、
軍
記
物
語
や
歴
史
物
語
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
物
語
系
統
の
作
品
で
は
ソ
ゾ
ロ
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
、
中
古
で
は
ほ
と
ん
ど
気
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
と
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
に
は
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
使
い
分
け
が

何
か
し
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

次
に
、
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
作
品
を
見
る
と
、
用
例
数
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
中
で
か
な
り
差
の

あ
る
も
の
は
、
例
え
ば
中
古
で
は
、
左
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

作
品
名

ス
ズ
ロ

ソ
ゾ
ロ

・

宇
　
　
津
　
　
保
　
　
物
　
　
語

一
九

三

源

氏

物

語

五
〇

八

浜
松
中
納
言
物
語

二
七

四



夜

の

寝

覚

一
三

三

右
の
四
作
品
が
中
古
で
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
使
用
量
に
差
の
あ
る
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
ス
ズ
ロ
の
方
が
ソ
ゾ
ロ
よ
り
も
四
～
六
倍
多
く

使
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
世
に
入
る
と
、
私
の
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
大
部
分
の
作
品
が
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
ほ
と
ん
ど
同
数
用
い

ら
れ
、
し
か
も
そ
の
用
例
数
は
ど
れ
も
五
例
前
後
と
少
な
い
。
二
桁
台
使
わ
れ
て
い
た
も
の
は
左
の
二
作
品
だ
け
で
あ
る
。

作
品
名

ス
ズ
ロ

ソ
ゾ
ロ

撰

集

抄

一
五

四
二

太

平

記

一

二
九

右
の
二
つ
の
作
品
は
用
例
数
が
他
に
比
べ
て
多
い
ば
か
り
で
な
く
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
使
用
量
に
も
か
な
り
の
差
が
あ
り
、
い
ず
れ
も

ソ
ゾ
ロ
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
一
作
ず
つ
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
『
撰
集
抄
』
は
、
説
話
文
学
な
の
に
、
ス
ズ
ロ
よ
り
も
ソ
ゾ
ロ
が
よ
り
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
他
の

説
話
文
学
が
、
揃
っ
て
ス
ズ
ロ
の
用
例
数
の
方
が
上
回
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
例
外
に
な
る
。
そ
こ
で
、
『
撰
集
抄
』
と
い
う
作

品
に
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
西
行
仮
託
の
書
で
、
作
者
は
未
詳
と
い
う
。
最
初
に
九
巻
一
二
一
話
か
ら
成
る
広
本
が
鎌
倉
時
代
中
頃

二
四
世
紀
の
初
頭
）
に
成
り
、
そ
の
後
、
三
巻
五
八
話
か
ら
成
る
略
本
が
室
町
時
代
半
ば
に
作
ら
れ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
を

代
表
す
る
仏
教
説
話
集
に
な
る
。
本
文
は
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
平
仮
名
書
き
で
、
和
漢
混
交
文
体
で
記
さ
れ
、
地
の
文
・
会
話
共
に
、
成
立
当

時
盛
ん
で
あ
っ
た
「
候
ふ
」
で
は
な
く
、
「
侍
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
文
体
は
擬
古
文
を
指
向
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
が
、
　
「
い
と
け
な
く
」
　
「
み
め
こ
と
が
ら
」
な
ど
い
く
つ
か
の
中
世
語
も
出
て
来
て
、
新
し
い
傾
向
も
認
め
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

新
旧
両
方
の
語
法
が
混
在
し
て
い
る
作
品
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
ソ
ゾ
ロ
が
他
の
説
話
文
学
と
違
っ
て
ス
ズ
ロ
の
倍
以
上
用
い
ら
れ
て
い
る
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の
は
、
当
時
の
新
し
い
語
法
を
反
映
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
が
共
に
二
桁
台
と
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

作
者
が
よ
ほ
ど
こ
れ
ら
の
語
を
好
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
　
（
注
3
）

つ
い
で
『
太
平
記
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
軍
記
物
語
な
の
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
ソ
ゾ
ロ
の
方
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
納
得
が
行

く
。
た
だ
、
画
諸
の
使
用
量
に
あ
ま
り
に
も
開
き
が
あ
り
過
ぎ
、
ほ
と
ん
ど
が
ソ
ゾ
ロ
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
多
分
こ
の
作

品
が
語
り
物
と
し
て
普
及
し
、
当
時
の
語
法
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
用
例
数
が
多
い
の
は
、
『
撰
集
抄
』

と
同
じ
く
、
作
者
の
好
み
と
考
え
ら
れ
る
。
　
（
注
4
）

以
上
、
中
世
作
品
の
中
で
、
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
の
両
語
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
特
徴
の
あ
る
二
作
品
に
つ
い
て
、
な
ぜ
用
例
数

が
二
桁
台
も
あ
り
、
か
つ
ソ
ゾ
ロ
の
方
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
来
た
。

引
き
続
い
て
、
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
・
用
法
が
中
世
で
は
前
代
に
比
べ
て
ど
う
変
わ
っ
た
か
を
、
ス
ズ
ロ
と
比
較
し
つ
つ
見
て
行
き
た
い
。

先
の
中
古
の
場
A
R
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
は
ス
ズ
ロ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
く
、
任
意
に
分
け
た
A
～
1
の
う
ち
、
ソ
ゾ
ロ
で
な
か
っ
た
も
の
は
、

わ
ず
か
に
G
の
「
無
関
心
な
」
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
ソ
ゾ
ロ
に
は
、
新
し
く
「
そ
わ
そ
わ
と
し
て
落
ち
着
き
が
な
い
」
と
い
う

J
の
意
味
が
加
わ
っ
て
い
た
。
で
は
、
中
世
に
な
っ
て
も
、
A
～
J
の
一
〇
個
の
意
味
・
用
法
は
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
順
次
一
つ
ず
つ
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
A
…
こ
れ
は
中
古
で
も
あ
ま
り
多
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
お
け
る
用
例
は
、
私
が
調
べ
た
限
り
な
か
っ
た
。
た
だ
、

顕
著
な
動
き
を
示
す
語
を
伴
い
、
　
「
あ
て
も
な
く
ふ
ら
ふ
ら
と
」
の
意
を
表
す
ソ
ゾ
ロ
と
い
う
と
、
現
代
で
も
よ
く
使
う
言
葉
「
そ
ぞ
ろ
歩

き
」
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
ま
さ
に
A
の
意
味
で
あ
る
。
ソ
ゾ
ロ
ア
ル
キ
は
ソ
ゾ
ロ
ア
リ
キ
と
も
言
い
、
一
八
世
紀
初

め
に
成
っ
た
古
辞
書
の
『
書
言
字
考
節
用
集
隔
に
載
っ
て
い
る
。
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漫

行

ゾ
ソ
ロ
ア
リ
キ

つ
ま
り
A
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
単
独
で
使
わ
れ
た
実
例
こ
そ
な
い
け
れ
ど
、
熟
語
化
し
た
形
で
、
使
い
続
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
B
…
ス
ズ
ロ
、
そ
し
て
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
意
味
を
表
す
も
の
は
数
が
少
な
く
、
左
記
の
よ
う
に
、
『
太
平
記
』



に
二
例
用
い
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

　
。
こ
れ
程
な
る
う
ち
囲
み
の
軍
に
そ
ぞ
ろ
な
る
先
懸
け
し
て
打
ち
死
に
し
た
り
と
も
…
　
　
　
　
　
　
〈
六
・
赤
坂
合
戦
の
事
V

　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
は

　
。
そ
ぞ
ろ
な
る
御
労
り
と
て
大
薬
を
合
は
せ
し
医
師
は
皆
面
目
を
失
ひ
て
…
　
　
〈
二
五
・
宮
方
怨
霊
六
本
杉
に
会
す
る
事
V

初
め
の
例
は
、
敵
の
大
軍
に
真
っ
先
に
攻
め
入
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
例
は
、
病
気
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
妊
娠
と
わ
か
っ
た
時
の
驚

き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ソ
ゾ
ロ
を
用
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
不
本
意
な
」
の
意
を
表
し
、
用
法
的
に
も
連
体
形
で
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
考
え
ら
れ
る
。

　
C
．
．
．
「
事
（
こ
と
）
」
に
か
か
る
形
を
と
り
、
　
「
面
白
味
が
な
い
」
　
「
つ
ま
ら
な
い
」
の
意
を
表
す
こ
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
中
古
同
様
、

わ
ず
か
一
例
の
み
使
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ょ
し
ん

　
。
さ
れ
ど
、
思
ひ
給
は
ず
女
身
な
れ
ば
、
さ
ま
も
な
だ
ら
か
な
ら
ば
、
そ
ぞ
ろ
な
る
事
い
ひ
て
、
ほ
い
な
ら
ぬ
こ
と
も
侍
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
抄
・
七
ノ
一
五
〉

こ
の
文
は
通
釈
す
る
と
「
し
か
し
私
は
、
お
思
い
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
が
、
女
の
身
で
す
の
で
、
見
か
け
が
並
な
ら
ば
、
つ
ま
ら
な
い

こ
と
を
言
っ
て
［
声
ヲ
カ
ケ
ラ
レ
旧
、
不
本
意
な
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
な
る
。
よ
っ
て
、
ソ
ゾ
ロ
は
C
の
例
と
な
る
。

　
D
．
．
・
ス
ズ
ロ
や
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
と
変
わ
ら
ず
、
一
〇
個
の
意
味
の
中
で
は
、
用
例
数
が
最
も
多
い
。
初
め
に
前
代
ほ
ど
で
は
な
い

が
、
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
と
い
う
一
種
の
慣
用
句
的
な
言
い
方
が
ま
だ
こ
の
時
代
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
。
老
い
ら
く
は
忍
び
も
あ
へ
ず
難
波
潟
あ
し
ま
の
風
の
そ
ぞ
ろ
さ
む
き
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
基
俊
集
・
一
七
三
〉
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。
さ
ら
で
だ
に
、
秋
の
初
風
は
、
げ
に
そ
ぞ
ろ
寒
き
な
ら
ひ
を
、
こ
と
は
り
に
や
。
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
〈
増
鏡
・
＝
二
〉

　
。
あ
き
の
あ
め
　
け
し
き
ば
か
り
に
　
う
ち
し
ぐ
れ
　
そ
ぞ
ろ
さ
む
き
は
　
そ
で
の
ゆ
ふ
つ
ゆ
　
　
　
　
　
　
〈
連
歌
・
永
原
千
句
〉

そ
の
他
、
『
温
故
知
新
書
』
『
文
明
本
節
用
集
』
『
書
言
字
考
節
用
集
』
な
ど
の
古
辞
書
類
も
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
を
立
項
し
て
い
る
の
で
、

中
古
以
来
、
相
当
長
期
間
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
語
句
は
使
い
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
場

合
の
ソ
ゾ
ロ
は
「
何
と
な
く
」
と
い
う
D
の
意
味
に
と
れ
る
。
他
に
中
世
作
品
の
中
で
こ
の
意
味
群
に
含
ま
れ
る
例
に
は
、
左
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

　
。
女
の
歌
は
か
や
う
に
と
そ
と
お
ぼ
え
て
そ
ぞ
ろ
に
涙
ぐ
ま
し
く
こ
そ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
無
名
草
子
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と

　
。
放
し
て
物
を
言
は
さ
い
な
う
、
そ
ぞ
ろ
愛
う
し
う
て
何
と
せ
う
そ
な
う
。
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
閑
吟
集
〉

　
。
書
き
お
く
跡
を
見
侍
り
し
に
、
そ
ぞ
ろ
に
涙
落
ち
て
侍
り
き
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
抄
・
ニ
ノ
一
〉

　
。
道
希
の
身
ま
か
り
て
、
漢
字
の
経
ば
か
り
残
り
け
る
を
見
侍
り
け
る
に
、
そ
ぞ
ろ
に
悲
し
く
覚
え
て
、
泣
く
泣
く
漢
字
の
経
を
取
り
て

　
　
も
ろ
こ
し
に
渡
し
侍
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
撰
集
抄
・
九
ノ
六
V

　
。
上
の
空
な
る
者
な
れ
ど
も
、
見
る
よ
り
そ
ぞ
ろ
に
い
と
ほ
し
く
思
ひ
て
、
そ
の
家
に
置
き
け
る
。
　
〈
御
伽
草
子
・
文
正
さ
う
し
〉

　
。
し
め
や
か
に
見
え
さ
せ
お
は
し
ま
し
し
も
、
そ
ぞ
ろ
に
も
の
か
な
し
く
お
ぼ
え
て
…
　
　
　
　
　
　
〈
と
は
ず
が
た
り
・
五
V
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。
帥
宮
の
御
使
、
そ
ぞ
ろ
に
一
人
笑
み
し
て
帰
り
参
り
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
五
・
賀
茂
神
主
改
補
の
事
〉

　
。
梢
ま
ば
ら
に
照
す
月
、
そ
ぞ
ろ
に
物
悲
し
く
て
、
足
を
は
か
り
に
［
足
ノ
限
リ
］
行
く
程
に
…
　
　
　
　
　
〈
義
経
記
．
五
V

　
。
な
つ
ご
ろ
も
　
ひ
も
く
れ
か
た
は
　
む
し
な
き
て
　
そ
ぞ
ろ
に
な
に
の
　
た
ち
ま
た
る
ら
む
　
　
　
　
　
く
連
歌
・
永
正
一
〇
年
V

右
に
挙
げ
た
諸
例
は
、
下
に
心
情
表
現
を
表
す
動
詞
や
形
容
詞
を
伴
い
、
連
用
形
で
使
わ
れ
る
と
い
う
用
法
上
の
特
徴
が
見
ら
れ
、
こ
れ

ま
で
述
べ
て
来
た
、
D
の
、
ス
ズ
ロ
・
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
と
同
じ
に
な
る
。

　
E
…
中
古
で
は
『
浜
町
中
納
　
昆
製
盟
に
二
例
あ
っ
た
だ
け
だ
が
、
中
世
で
は
『
太
平
記
』
に
三
例
見
え
る
。
ス
ズ
ロ
に
比
べ
て

用
例
が
少
な
く
、
し
か
も
、
一
つ
の
作
品
に
集
中
し
て
使
わ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
。
そ
ぞ
ろ
な
る
党
の
奴
原
四
、
五
百
人
切
り
落
と
し
て
ぞ
捨
て
候
ひ
つ
ら
ん
。
　
　
　
　
〈
一
〇
・
長
崎
次
郎
官
留
貴
璽
口
戦
の
事
V

　
。
そ
の
頃
、
も
の
に
も
覚
え
ぬ
田
舎
の
者
ど
も
、
茶
の
会
・
酒
宴
の
殉
に
て
、
そ
ぞ
ろ
な
る
物
語
し
け
る
に
も
．
．
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
一
九
・
光
厳
院
殿
重
詐
の
御
事
V

　
。
将
軍
も
宰
相
殿
も
、
戦
ふ
ま
で
も
お
は
し
ま
さ
じ
を
、
そ
ぞ
ろ
な
る
長
命
議
　
　
　
　
　
　
　
△
一
一
〇
．
高
倉
殿
京
都
退
去
の
事
V

右
は
い
ず
れ
も
連
体
形
で
用
い
ら
れ
、
批
判
的
な
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
点
、
こ
れ
ま
で
の
E
の
用
法
と
変
わ
ら
な
い
。

　
F
…
中
古
で
は
き
わ
め
て
例
が
少
な
か
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
と
、
ス
ズ
ロ
と
同
じ
く
、
用
例
数
が
D
に
次
い
で
多
い
。
ま
ず
左

に
い
く
つ
か
の
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
。
か
や
う
に
帝
釈
は
人
を
み
ち
び
か
せ
給
ふ
事
、
は
か
り
な
し
。
そ
ぞ
ろ
に
長
者
が
財
を
う
し
な
は
む
と
は
、
何
し
に
お
ぼ
し
め
さ
ん
。
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。
お
も
ひ
い
で
ら
る
る
こ
と
あ
り
て
、
そ
ぞ
ろ
に
な
み
だ
の
こ
ぼ
れ
そ
め
て
・

。
す
ま
ひ
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
そ
ぞ
ろ
に
泪
の
し
ど
う
な
る
に
侍
る
。

。
此
事
か
き
お
け
る
旧
跡
を
み
侍
り
し
に
、
そ
ぞ
ろ
に
泪
を
な
が
し
て
侍
り
き
。

。
か
た
く
な
な
る
人
の
そ
の
道
知
ら
ぬ
は
、
そ
ぞ
ろ
に
神
の
如
く
に
言
へ
ど
も
、

〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
六
ノ
三
〉

〈
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
V

〈
撰
集
抄
・
三
ノ
一
〉

〈
撰
集
抄
・
九
ノ
ニ
〉

道
知
れ
る
人
は
更
に
信
も
起
こ
さ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
徒
然
草
・
七
三
〉

。
さ
て
こ
そ
十
方
に
分
か
れ
て
追
ひ
け
る
兵
も
「
そ
ぞ
ろ
に
長
追
ひ
な
せ
そ
」
と
で
、
皆
京
中
へ
そ
引
つ
返
し
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
五
・
正
耳
二
十
七
日
合
戦
の
事
V

　
こ
れ
ら
の
例
は
、
ど
れ
も
連
用
形
用
法
な
の
で
、
先
に
述
べ
た
D
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
D
の
「
何
と
な
く
」
で
訳
し
た
の
で
は
物
足

り
ず
、
そ
れ
よ
り
も
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
、
F
「
む
や
み
に
」
の
意
が
ぴ
っ
た
り
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ス
ズ
ロ
や
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
で
使
わ
れ
て
い
た
「
涙
」
を
対
象
と
し
た
ソ
ゾ
ロ
が
右
の
例
の
中
に
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
建
礼

門
院
右
京
大
夫
集
』
の
例
は
、
す
で
に
ス
ズ
ロ
や
中
古
の
ソ
ゾ
ロ
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
「
涙
」
が
「
こ
ぼ
る
」
な
の
で
、
た
だ
の
「
流
る
」

や
「
落
つ
」
よ
り
程
度
の
激
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、
F
に
な
る
。
次
に
『
撰
集
抄
』
の
初
め
の
例
は
、
ソ
ゾ
ロ
ニ
が
形
容
動
詞
「
し
ど
う
な
り
」

に
か
か
っ
て
い
る
。
「
し
ど
う
」
は
「
秩
序
な
く
乱
れ
た
さ
ま
」
を
い
う
の
で
、
こ
の
ソ
ゾ
ロ
は
F
が
適
当
だ
が
、
た
だ
こ
の
例
は
先
に
ス

ズ
ロ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
　
（
注
5
）
　
つ
ま
り
『
撰
集
抄
』
で
は
、
ス
ズ
ロ
と
ソ
ゾ
ロ
の
用
法
が
酷
似
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
う

一
つ
の
『
撰
集
抄
』
の
例
は
、
ソ
ゾ
ロ
ニ
が
「
流
る
」
で
は
な
く
「
流
す
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
「
流
す
」
は
他
動
詞
な
の
で
、
手
を
加
え

な
い
の
に
、
涙
が
自
然
に
流
れ
る
と
い
う
自
動
詞
形
「
流
る
」
に
比
べ
、
か
な
り
積
極
的
．
意
志
的
な
感
じ
で
捉
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
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「
涙
」
を
「
何
と
な
く
流
す
」
よ
り
も
「
む
や
み
に
流
す
」
の
意
味
の
方
が
ふ
さ
わ
し
く
、
ソ
ゾ
ロ
は
F
に
と
り
た
い
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
「
涙
を
流
す
」
「
涙
を
落
と
す
」
と
い
う
他
動
詞
に
か
か
る
言
い
方
は
ス
ズ
ロ
で
は
一
例
も
な
か
っ
た
こ
と
を
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
付

け
加
え
て
お
く
。

　
G
．
・
・
中
古
で
は
用
例
が
皆
無
だ
っ
た
が
、
中
世
で
は
そ
こ
そ
こ
使
わ
れ
て
い
て
、
特
に
軍
記
物
語
に
多
か
っ
た
。

　
。
あ
は
れ
に
い
と
ほ
し
き
も
の
に
思
は
れ
て
、
そ
ぞ
ろ
な
る
人
の
手
よ
り
物
を
お
ほ
く
得
て
け
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
一
ノ
七
V

　
。
謀
反
を
す
す
め
奉
ら
ん
た
め
の
は
か
り
事
に
、
そ
ぞ
ろ
な
る
古
い
か
う
べ
を
白
い
布
に
つ
つ
ん
で
た
て
ま
っ
た
り
け
る
に
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
一
二
“
・
紺
掻
之
沙
汰
〉

　
。
「
何
と
て
頼
朝
が
そ
ぞ
ろ
な
る
侍
ど
も
を
ば
、
お
ほ
く
き
り
け
る
ぞ
。
」
　
　
　
　
〈
曽
我
物
語
・
二
〇
・
五
郎
が
き
ら
る
る
事
〉

右
記
の
他
に
も
何
例
か
あ
っ
た
が
、
ソ
ゾ
ロ
が
、
体
言
の
中
で
も
「
人
」
ま
た
は
そ
れ
に
関
す
る
も
の
に
か
か
る
点
で
、
ス
ズ
ロ
の
用
法

と
共
通
し
て
い
る
。

　
H
…
ス
ズ
ロ
に
比
べ
て
ソ
ゾ
ロ
の
用
例
は
少
な
い
。
中
百
で
は
『
今
茸
初
語
集
』
に
一
例
あ
っ
た
だ
け
だ
が
、
中
世
で
も
わ
ず
か

に
左
の
二
例
だ
け
が
使
わ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の

　
。
そ
の
夢
み
つ
る
よ
り
六
日
と
い
ふ
巳
の
時
ば
か
り
に
、
そ
ぞ
ろ
に
此
牛
歩
み
入
り
た
り
け
る
が
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
一
〇
ノ
五
〉

　
　
け
い
書
よ
く

　
。
荊
蘇
門
ト
ゲ
ガ
多
ク
、
枝
ノ
ハ
ビ
コ
ル
イ
バ
ラ
］
の
上
に
は
自
署
そ
ぞ
ろ
に
つ
も
り
…
　
　
　
　
　
〈
撰
集
抄
・
七
ノ
一
〉
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右
は
い
ず
れ
も
、
思
わ
ぬ
事
態
が
出
現
し
た
と
き
の
驚
き
を
表
し
て
い
て
、
こ
の
意
味
群
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
1
…
中
世
で
は
こ
の
ソ
ゾ
ロ
は
一
例
も
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ス
ズ
ロ
の
場
合
も
大
部
分
が
『
宇
津
保
物
語
』
の
例
と
い
う

偏
っ
た
使
い
方
だ
っ
た
し
、
ソ
ゾ
ロ
も
中
古
で
は
二
例
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
中
世
の
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
か
も
し

れ
な
い
。

　
J
…
ス
ズ
ロ
で
は
用
例
が
な
く
、
中
古
に
な
っ
て
初
め
て
出
て
来
た
こ
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
中
世
で
は
二
例
あ
っ
た
。

。
明
け
暮
れ
わ
づ
ら
ひ
て
、
心
も
そ
ぞ
ろ
に
な
り
は
て
て
、
明
け
く
れ
ば
五
条
、

・
面
目
の
気
色
や
な
。
面
目
の
気
色
や
な
。
そ
ぞ
ろ
浮
き
立
つ
わ
が
心
。

暮
る
れ
ば
橋
へ
出
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
〈
御
伽
草
子
・
猿
源
氏
草
紙
V

〈
謡
曲
・
橋
弁
慶
V

中
古
の
場
A
只
こ
の
例
は
名
詞
「
心
」
や
動
詞
「
浮
き
立
つ
」
と
併
用
さ
れ
て
い
た
が
、
右
の
二
例
も
そ
れ
に
合
致
す
る
の
で
、
こ
の
グ

ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
中
世
に
お
け
る
形
容
動
詞
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
続
い
て
こ
れ
が
近
世
の
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
来
る
か
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

☆
近
世

前
号
で
ス
ズ
ロ
に
つ
い
て
見
て
来
た
際
、
近
澄
に
お
け
る
用
例
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
℃
特
に
こ
の
期
の
代
表
的
な
三
人
の
文
学
者
、
井

原
西
鶴
、
松
尾
芭
蕉
、
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
に
は
、
私
の
調
べ
た
限
り
ス
ズ
ロ
は
一
例
も
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ソ
ゾ
ロ

の
方
は
、
三
人
と
も
し
っ
か
り
と
用
い
て
い
る
。
ま
た
ス
ズ
ロ
は
用
例
の
半
分
以
上
が
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
作

品
に
は
ソ
ゾ
ロ
も
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
比
較
的
例
が
多
か
っ
た
瀧
澤
馬
琴
の
『
椿
説
弓
張
月
』
に
も
、
ス
ズ
ロ
だ
け
で
な
く
ソ
ゾ
ロ
も

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
時
代
に
入
る
と
、
ス
ズ
ロ
よ
り
も
ソ
ゾ
ロ
を
用
い
る
方
が
量
的
に
多
く
、
よ
り
一
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般
化
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
は
一
七
世
紀
初
め
に
成
っ
た
『
日
葡
辞
書
』
を
見
る
と
、

同
書
に
は
、
ス
ズ
ロ
も
ソ
ゾ
ロ
も
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
左
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

S
U
Z
U
r
O

S
O
Z
O
r
O ス

ズ
ロ
（
漫
）

ソ
ゾ
ロ
（
漫
）

S
O
Z
O
r
O

一
層
は
っ
き
り
と
す
る
。

（
漫
）
に
同
じ
。
詩
歌
語
。
な
ん
と
い
う
考
え
も
な
し
に
な
さ
れ
る
こ
と
。

考
え
め
ぐ
ら
す
で
も
な
く
、

に
ざ
っ
と
す
る
こ
と
。

何
か
目
的
が
あ
る
で
も
な
く
て
す
る
こ
と
。
あ
る
い
は
、
気
軽

右
の
説
明
で
は
、
「
ソ
ゾ
ロ
に
同
じ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ス
ズ
ロ
に
詩
歌
語
と
い
う
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
ス
ズ
ロ

は
、
す
で
に
日
常
語
と
し
て
の
意
識
が
薄
れ
て
来
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
反
対
に
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ソ
ゾ
ロ
の

意
味
・
用
法
は
、
実
際
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
回
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
先
に
分
類
し
た
A
～
J
の
一
〇
個
の
意
味
・
用

法
の
う
ち
、
近
世
で
も
使
わ
れ
て
い
た
の
は
D
・
F
・
1
・
J
の
四
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
以
下
、
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
順
に
見
て
行
く
こ
と

に
し
た
い
。
最
初
に
D
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
の
例
が
あ
っ
た
。

。
江
上
の
破
屋
を
い
つ
る
程
、
風
の
声
、
そ
ぞ
ろ
寒
げ
也
。

〈
甲
子
吟
行
V

こ
れ
は
古
く
『
源
氏
物
語
』
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
以
後
、
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
こ
そ
よ
く
出
て
来
た
け
れ
ど
、
私
の
調
べ
た
と
こ

ろ
で
は
、
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
芭
蕉
が
こ
の
語
を
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
種
の
言
い
方
が
、
慣
用

句
的
な
語
法
と
し
て
、
依
然
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
の
D
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
悸

　
。
骨
を
見
て
坐
に
泪
ぐ
み
う
ち
か
へ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
冬
の
日
V

。
五
百
年
来
の
悌
、
今
目
の
前
に
う
か
び
て
、
そ
ぞ
ろ
に
珍
し
。

〈
奥
の
細
道
V
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1
2
　
ぐ
ん

。
サ
ア
破
軍
が
な
お
っ
た
、

し
す
ま
し
た
と
そ
ぞ
ろ
に
笑
ふ
て
い
さ
み
を
な
す
心
て
い
思
ひ
や
ら
れ
た
り
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
心
情
表
現
を
示
す
動
詞
ま
た
は
形
容
詞
を
伴
い
、

次
に
、
F
に
は
左
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
用
法
と
同
じ
に
な
る
。

〈
堀
川
波
厳
V
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。
そ
ぞ
ろ
に
酔
て
ね
ぶ
る
も
の
あ
ら
ば
、
罰
盃
の
数
に
水
を
の
ま
せ
ん
と
、
た
は
ぶ
れ
あ
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
〈
続
猿
蓑
集
・
上
〉

　
　
　
　
こ
二

。
ま
し
て
畏
に
尋
ね
た
ま
は
ね
ば
と
、
そ
ぞ
ろ
に
泪
を
流
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
好
色
一
代
男
・
一
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
な
み
搭

。
錦
祥
女
は
す
が
り
つ
く
母
の
挟
の
諸
涙
。
甘
輝
も
道
理
に
至
極
し
て
そ
ぞ
ろ
涙
に
く
れ
け
る
が
、
や
や
有
っ
て
甘
輝
席
を
打
っ
て
・
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
国
性
爺
合
戦
・
三
V

　
　
　
　
　
　
　
へ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ぞ
ろ
ぢ
や
ぞ
く

。
予
元
来
好
古
の
癖
あ
り
。
こ
こ
を
も
て
漫
に
蛇
足
の
弁
を
添
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
椿
説
弓
張
月
・
後
篇
・
巻
之
六
V

初
め
の
例
は
下
の
「
酔
て
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
「
何
と
な
く
」
よ
り
も
い
ち
だ
ん
と
強
い
「
む
や
み
に
」
の
方
が
ぴ
っ
た
り
す
る
。

次
の
二
例
は
ま
た
「
涙
」
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
が
、
一
つ
は
他
動
詞
「
流
す
」
を
伴
い
、
も
う
一
つ
の
「
涙
に
く
れ
る
」
は
、
現
代
で
も

よ
く
使
う
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
涙
が
出
る
状
態
を
言
う
の
で
、
両
方
と
も
や
は
り
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
「
や
た
ら
に
」
の
意
が
ふ
さ
わ
し

い
。
最
後
は
、
為
朝
の
享
年
に
関
し
て
諸
説
あ
る
こ
と
を
、
著
者
の
馬
琴
が
、
こ
れ
ま
で
の
小
説
の
流
れ
か
ら
離
れ
て
記
し
た
箇
所
で
あ
る
。

「
蛇
足
」
は
字
面
の
通
り
、
　
「
あ
っ
て
も
益
の
な
い
無
用
の
長
物
の
た
と
え
」
の
意
で
、
本
来
こ
ん
な
説
明
文
は
書
く
べ
き
で
な
い
の
に
、

自
分
の
癖
で
わ
ざ
わ
ざ
書
き
足
し
た
旨
、
謙
遜
し
て
述
べ
て
い
る
。
ソ
ゾ
ロ
ニ
は
そ
う
す
べ
き
で
な
い
の
に
、
む
や
み
に
書
き
添
え
た
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
F
に
該
当
す
る
。
以
上
、
F
の
ソ
ゾ
ロ
に
つ
い
て
は
、
近
世
の
三
大
文
学
者
が
揃
っ
て
用
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
、
1
は
参
考
に
し
た
文
献
の
中
で
、
左
の
一
例
の
み
が
あ
っ
た
。



と
ε
か
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ぞ
ろ

。
時
員
聞
き
て
身
を
起
こ
し
「
い
な
そ
れ
は
不
覚
な
り
。
今
し
ば
し
こ
こ
に
憩
は
ば
、

こ
こ
ち
す
が

心
持
清
や
か
に
ぞ
な
り
ぬ
べ
き
。

　
　
　
　
〈
椿
説
弓
張
月
・
後
篇
・
巻
ラ
㌃
ハ
V

右
は
、
旅
の
途
中
で
思
わ
ぬ
病
気
に
な
っ
た
時
員
が
、
同
伴
者
の
美
少
年
朝
稚
（
と
も
わ
か
）
と
共
に
途
方
に
く
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

通
り
す
が
っ
た
痴
者
（
く
せ
も
の
）
蜘
蛛
手
の
渦
丸
（
う
ず
ま
る
）
は
、
悪
だ
く
み
を
考
え
、
自
分
の
家
に
良
薬
が
あ
る
の
で
、
来
る
よ
う

に
と
言
葉
巧
み
に
誘
う
。
困
り
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
へ
救
い
の
神
が
現
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
だ
朝
稚
は
、
誘
い
に
応
じ
よ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
時
員
は
相
手
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
見
抜
き
、
そ
の
手
に
は
乗
る
ま
い
と
、
身
を
起
こ
し
て
右
の
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
。
朝

稚
の
行
為
に
対
し
て
、
「
イ
ヤ
そ
れ
は
軽
率
だ
」
と
た
し
な
め
て
い
る
の
で
、
ソ
ゾ
ロ
は
ー
に
な
る
。
な
お
、
ソ
ゾ
ロ
の
ル
ビ
が
付
い
て
い

る
漢
字
「
不
覚
」
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
な
ど
の
古
辞
書
で
は
、
ス
ズ
ロ
・
ソ
ゾ
ロ
の
両
方
で
訓
ん
で
い
る
。

最
後
に
J
は
、
中
世
の
用
例
こ
そ
少
な
か
っ
た
が
、
近
世
で
は
割
合
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

。
弥
生
半
過
る
程
、
そ
ぞ
ろ
に
う
き
立
つ
心
の
花
の
、

　
　
　
　
　
そ
ぞ
ろ
う
趣
ほ
ふ
し

。
盛
じ
ゃ
花
に
坐
浮
法
師
ぬ
め
り
妻

　
　
　
　
　
し
　
な
り

わ
れ
を
道
引
枝
折
と
な
り
て
・

O
　
　
　
●

〈
笈
の
小
文
〉

〈
芭
蕉
・
東
日
記
・
天
和
元
年
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ち

・
し
ら
ぬ
火
の
筑
紫
路
も
し
ら
で
は
と
械
ま
く
ら
す
る
人
の
、
富
士
筑
波
の
嶺
々
を
心
に
し
む
る
そ
そ
ぞ
ろ
な
る
か
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
雨
月
物
語
・
三
・
仏
法
僧
V

右
の
う
ち
、
最
初
の
例
は
動
詞
「
浮
き
立
つ
」
に
、
次
の
例
は
「
心
の
う
わ
つ
い
た
道
楽
坊
主
」
の
意
の
「
浮
法
師
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

ど
ち
ら
も
心
の
落
ち
着
か
な
い
様
子
を
言
い
、
今
ま
で
の
J
の
用
法
と
同
じ
に
な
る
。
最
後
の
『
雨
月
物
語
』
の
例
は
、
諸
国
を
巡
遊
す
る

旅
の
お
も
し
ろ
さ
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
ソ
ゾ
ロ
は
心
が
浮
き
立
つ
よ
う
な
そ
わ
そ
わ
と
し
た
感
じ
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
も

J
が
最
も
当
て
は
ま
る
訳
に
な
ろ
う
。
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以
上
、
近
世
の
ソ
ゾ
ロ
は
、
中
古
や
中
世
に
比
べ
て
、
量
的
に
も
少
な
く
、
意
味
・
用
法
も
そ
れ
ほ
ど
多
種
に
分
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
対
象
と
し
た
作
品
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
全
体
的
に
ソ
ゾ
ロ
は
あ
ま
り
頻
度
数
の
多
い
語
彙
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し

て
、
細
分
化
さ
れ
て
い
た
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
・
用
法
が
集
約
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
他
の
語
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
も
出
て
来
た
こ
と
な

ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
質
・
量
両
面
で
、
近
世
に
お
け
る
ソ
ゾ
ロ
が
ス
ズ
ロ
を
凌
駕
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

以
上
、
ソ
ゾ
ロ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
ス
ズ
ロ
と
比
較
し
な
が
ら
中
古
・
中
世
・
近
世
と
時
代
別
に
見
て
来
た
。
多
分
、
ソ
ゾ
ロ
は
中

古
で
使
わ
れ
た
当
時
、
主
と
し
て
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
シ
と
か
ソ
ゾ
ロ
サ
ム
ゲ
ナ
リ
と
い
う
慣
用
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

が
、
ス
ズ
ロ
と
意
味
的
に
似
通
い
、
音
韻
も
相
通
し
て
い
た
の
で
、
次
第
に
両
者
は
混
同
し
、
や
が
て
ソ
ゾ
ロ
が
ス
ズ
ロ
の
領
域
ま
で
侵
す

よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
お
む
ね
右
の
よ
う
な
経
緯
が
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
、
今
ま
で
意
味
・
用
法
を
細
か
く
分
け
過
ぎ
、

し
か
も
、
時
代
別
に
詳
述
し
て
来
た
た
め
、
全
体
の
流
れ
が
つ
か
み
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
駈
な
ど
で
は
ス

ゾ
ロ
と
い
う
例
が
あ
る
。
そ
し
て
、
形
容
詞
化
し
た
ス
ズ
ロ
ハ
シ
や
ソ
ゾ
ロ
ハ
シ
、
さ
ら
に
歌
・
事
・
心
な
ど
が
直
接
下
に
付
い
て
熟
語
化

し
た
言
葉
の
存
在
も
気
に
か
か
る
。
そ
の
上
、
異
文
の
問
題
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
今
回
は
ソ
ゾ
ロ
だ
け
で
、
か
な
り
紙
数
を
費
や
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
右
の
諸
件
に
関
し
て
は
す
べ
て
次
号
に
回
す
こ
と
に
し
、
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
。
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中
百
の
文
学
作
品
で
底
本
と
し
た
も
の
は
ス
ズ
ロ
の
時
と
変
わ
ら
な
い
の
で
、
割
愛
す
る
。
　
「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
」

第
2
7
号
参
照
。

中
世
の
作
品
も
ス
ズ
ロ
と
同
じ
も
の
を
底
本
に
し
た
。
「
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
」
第
2
8
号
参
照
。

「
『
撰
集
抄
』
の
特
性
」
、
安
田
孝
子
、
『
説
話
文
学
の
研
究
』
所
収
、
和
泉
書
院
、
一
九
九
七
年
二
月
な
ど
参
照
。

「
中
世
に
お
け
る
「
太
平
記
読
み
」
に
つ
い
て
」
、
加
美
宏
、
『
軍
記
と
語
り
物
』
9
、
軍
記
物
談
話
会
、
昭
和
四
七
年
三
月

な
ど
参
照
。

注
2
の
6
4
ペ
ー
ジ
参
照
。


