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隆

一

　

文
中
に
現
れ
る
他
動
詞
と
そ
の
目
的
語
と
が
「
同
族
」
に
属
す
る
語
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
連
結
形
式
や
一
ま
と
ま
り
の
表
現
は

「
同
族
目
的
語
構
文
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
構
文
に
属
す
る
表
現
が
上
代
以
降
の
ど
の
時
代
に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
各
時
代
の
文

献
・
資
料
を
博
捜
す
れ
ば
た
だ
ち
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
上
代
語
を
反
映
す
る
文
献
に
見
え
る
同
族
目
的
語
構
文
に

つ
き
、
既
に
解
明
さ
れ
て
い
る
諸
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
新
た
に
い
く
つ
か
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

上
代
に
用
い
ら
れ
た
同
族
目
的
語
構
文
の
例
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
眠い

を
寝ぬ

」「
心
を
思
ふ
」「
音ね

を
泣
く
／
音
を
鳴
く
」
な
ど
の
、

『
萬
葉
集
』
の
歌
に
見
え
る
表
現
が
あ
げ
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
考
察
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
考
察
の
際
に
は
、

名
詞
が
目
的
語
で
は
な
く
主
語
に
な
っ
た
「
命
生い

く
／
命
死
ぬ
」
と
い
う
表
現
も
、
同
族
目
的
語
構
文
の
類
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
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上
代
語
の
資
料
で
も
、
単
に
「
寝
」「
思
ふ
」「
泣
く
／
鳴
く
」「
生
く
／
死
ぬ
」
な
ど
の
動
詞
だ
け
を
用
い
た
表
現
が
ず
っ
と
多
い
。

現
代
語
で
も
動
詞
だ
け
を
用
い
、「
眠
」「
心
」「
音
」「
命
」
な
ど
に
あ
た
る
名
詞
は
用
い
な
い
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
、
同
じ
動
詞
が
そ

れ
ら
の
名
詞
を
伴
う
か
た
ち
の
上
代
語
の
表
現
は
特
に
目
立
つ
か
ら
、
上
代
語
研
究
者
の
目
が
同
族
目
的
語
構
文
に
向
い
た
の
は
、
き
わ

め
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
眠
」
と
「
寝
」、「
心
」
と
「
思
ふ
」、「
音
」
と
「
泣
く
／
鳴
く
」、「
命
」
と
「
生
く
／
死
ぬ
」
の
ど
の
組
で
も
、
名
詞
と
動
詞
と
は
、

品
詞
の
相
違
を
越
え
て
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
言
う
「
同
族
」
と
は
、

名
詞
と
動
詞
と
が
、
互
い
に
語
源
を
異
に
し
な
が
ら
も
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
、
と
い
っ
た
場
合
を
さ
す
。

　

一
方
、
現
代
日
本
語
の
同
族
目
的
語
構
文
に
つ
い
て
、
研
究
者
が
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出
す
具
体
例
に
は
、「
歌
を
歌
う
」「
踊
り
を
踊

る
／
舞ま

い

を
舞
う
」
の
二
種
の
表
現
が
あ
る
。「
歌
」
と
「
歌
う
」
も
「
踊
り
／
舞
」
と
「
踊
る
／
舞
う
」
も
、
と
も
に
語
源
を
同
じ
く
す

る
語
だ
か
ら
、
二
種
の
表
現
に
つ
い
て
言
う
「
同
族
」
と
は
「
同
源0

」
の
意
で
あ
る）

1
（

。「
同
族
」
の
内
容
も
、
実
際
に
は
二
種
に
分
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

上
代
の
歌
・
宣
命
・
祝の

り
と詞

な
ど
に
見
え
る
同
族
目
的
語
構
文
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
一
つ
一
つ
分
析
を
加
え
な
が
ら
私
見
を
述

べ
た）

2
（

。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
諸
例
に
検
討
を
加
え
直
し
、
当
時
の
人
々
が
あ
え
て
同
族
目
的
語
構
文
を
用

い
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
推
測
し
た
。
ま
た
、「
楯た

て

（
を
）
立
つ
ら
し
も
」「
八や

尺さ
か

の
嘆
き
（
を
）
嘆
け
ど
も
…
」「
使
ひ
（
を
）
其か

の
国
に
遣つ

か

は
し
…
」
な
ど
の
例
や
、「
ま
そ
鏡
（
影か

が

見み

）（
を
）
見
ま
せ
我
が
背
子
」「
官つ

か
さの

印お
し
て（

押
手
）
を
押
し
て
…
」「
太ふ

と

祝の
り

詞と

事ご
と

を
宣の

れ
」「
枕ま

く
らを

枕ま

き
て
…
」
な
ど
の
例
、
さ
ら
に
は
「
言こ

と

の
み
を
堅か

た

く
云い

ひ
つ
つ
…
」「
君
が
目
を
見
む
」
な
ど
の
例
を
も
掲
げ
て
、
語
構
成

や
表
現
の
あ
り
か
た
を
細
か
く
分
析
し
た
。
さ
ら
に
、
個
々
の
例
が
韻
文
・
散
文
の
ど
ち
ら
に
現
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
言
及
し
た

【
右
に
引
用
し
た
「
言
の
み
を
…
」
の
例
で
は
、「
い
ひ
つ
つ
…
」
に
一
般
的
な
「
言
ひ
つ
つ
…
」
と
い
う
表
記
を
用
い
ず
、
現
代
で
は
目



上
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
考
す
る
（
佐
佐
木
） 

八
九

に
す
る
機
会
の
少
な
い
「
云
ひ
つ
つ
…
」
と
い
う
表
記
を
、
あ
え
て
用
い
た
。
動
詞
「
い
ふ
」
の
表
記
に
「
言
ふ
」
を
用
い
れ
ば
、
そ
れ

と
名
詞
の
「
言こ

と

」
と
を
視
覚
面
で
識
別
し
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
の
論
述
で
も
、
名
詞
に
は
「
言
」
を
用
い
、
動
詞
に
は
「
云

ふ
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
】。

　

同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
め
ら
れ
る
上
代
語
の
表
現
は
、
他
動
詞
と
目
的
語
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、

次
の
三
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ⅰ　

他
動
詞
と
目
的
語
と
が
同
源
で
あ
る
も
の
（
ex.
「
楯
を
立
つ
」「
使
ひ
を
遣
は
す
」）

　

Ⅱ　

目
的
語
が
他
動
詞
と
の
複
合
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
（
ex.
「
印お

し
てを

押
す
」「
鏡
を
見
る
」）

　

Ⅲ　

他
動
詞
と
目
的
語
と
が
語
源
を
異
に
す
る
も
の
（
ex.
「
眠い

を
寝ぬ

」「
言こ

と

を
云
ふ
」）

　

三
種
の
う
ち
、
Ⅰ
と
Ⅲ
に
属
す
る
例
は
数
が
僅
少
で
あ
り
、
Ⅱ
に
属
す
る
例
が
最
も
多
い
。
ま
た
、
Ⅱ
に
属
す
る
例
の
目
的
語
に
も
、

他
動
詞
が
複
合
語
の
前
項
に
な
っ
た
も
の
と
、
そ
れ
が
後
項
に
な
っ
た
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
右
に
例
示
し
た
「
押

o

手
（
を
押
す
）」

は
前
者
の
類
で
あ
り
、「
影
見

o

（
を
見
る
）」
は
後
者
の
類
で
あ
る
【
三
種
の
分
類
は
、
後
世
の
同
族
目
的
語
構
文
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は

ま
る
。
現
代
語
の
場
合
、
Ⅱ
に
属
す
る
二
種
と
は
、
た
と
え
ば
「
着

o

物
（
を
着
る
）」
と
「
上
着

o

（
を
着
る
）」
の
よ
う
な
例
で
あ
る
】。

　

た
だ
し
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
す
べ
て
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ど
れ
も
冗
漫
な
表
現
で
も
気
取
っ
た
表
現
で
も
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
々
が
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
、
自
分
の
確
認
し
た
事
実
、
自
分
の
い
だ
く
心
情
な
ど
を
的
確
に
描

写
し
よ
う
と
し
て
、
結
果
的
に
同
族
目
的
語
構
文
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
た
と

え
ば
「
寝ぬ

」「
思
ふ
」「
泣
く
」
が
名
詞
の
「
眠い

」「
心
」「
音ね

」
を
伴
っ
て
い
る
際
に
は
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
た
理
由
が
推
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測
で
き
る
。「
眠
を
寝
」
は
単
に
横
に
な
る
の
で
は
な
く
睡
眠
を
と
る
こ
と
を
表
し
、「
心
を
思
ふ
」
は
そ
の
「
心
」
の
内
容
を
具
体
的
に

叙
述
す
る
修
飾
成
分
を
伴
う
。
そ
し
て
、「
音
を
泣
く
」
は
忍
び
泣
く
の
で
は
な
く
声
を
出
し
て
泣
く
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

英
語
そ
の
他
の
言
語
で
同
族
目
的
語
構
文
を
用
い
る
の
は
、
あ
る
種
の
修
辞
的
な
効
果
を
ね
ら
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
日
本
語
の
同
構
文
の
場
合
に
は
、
ど
の
時
代
の
例
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
ご
く
少
数
の
例
を
除
い
て
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
構
文
の
例
を
調
査
し
考
察
す
る
こ
と
の
意
義
は
お
の
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
上
代
の

文
献
・
資
料
に
見
え
る
同
構
文
の
様
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
調
査
・
考
察
の
対
象
と
し
て
設
定
し
、

前
稿
で
私
見
を
述
べ
た
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
の
た
め
に
前
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
諸
例
を
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
て

お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
放
置
し
て
お
け
ば
、
同
構
文
に
対
す
る
追
及
は
中
途
半
端
な
も
の
に
な
る
、
と
考
え
る
。

　

今
回
、
そ
の
意
義
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
扱
お
う
と
す
る
の
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
右
の
Ⅱ
と
Ⅲ
に
属
す
る
数

種
の
表
現
で
あ
る）

3
（

。
そ
れ
ら
の
表
現
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
定
す
る
に
は
や
や
細
か
い
検
討
を
必
要
と
す
る
例
ば
か
り
で
あ

る
。
以
下
の
論
述
で
は
、
諸
例
の
細
か
い
検
討
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
古
い
時
代
に
お
け
る
同
構
文
の
あ
り
か
た
に
関
し
て
、
一
つ
の
想
定

を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

二

　

本
節
で
実
例
を
見
な
が
ら
細
か
く
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
表
現
は
、「
声
呼
ぶ
」「
足
踏
む
」「
香
を
嗅
ぐ
」
の
三
種
の
表
現
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
声
呼
ぶ
」
だ
が
、
こ
れ
は
『
萬
葉
集
』
に
三
例
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
例
は
次
の
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
。
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1　

月つ
く

読よ
み

の　

光
を
清
み　

夕
な
ぎ
に　

加か

古こ

能の

己こ

恵ゑ

欲よ

妣び　

浦う
ら

廻み

漕こ

ぐ
か
も 

〔
十
五
・
三
六
二
二
〕

　

一
字
一
音
の
か
た
ち
で
表
記
さ
れ
て
い
る
第
四
句
は
、
一
般
に
「
水か

手こ

の
声
呼
び
」
と
読
み
下
さ
れ
、「（
船
の
）
漕
ぎ
手
が
声
を
掛

け
」
の
意
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
読
み
下
し
か
た
に
も
解
釈
の
し
か
た
に
も
、
特
に
問
題
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

　

現
代
語
で
は
、
声
を
掛
け
る
対
象
と
し
て
の
人
物
や
動
物
な
ど
に
助
詞
「
を
」
を
付
し
、「
…
を
呼
ぶ
」
と
表
現
す
る
の
が
普
通
で
あ

り
、「
声
呼
ぶ
」
と
は
言
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
現
代
人
の
感
覚
で
は
、
右
の
歌
で
も
「
呼
ぶ
」
を
用
い
る
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
わ
ざ
わ

ざ
「
声
」
と
い
う
語
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
複
合
語
の
「
呼
び
声
」
を
用
い
た
、

「
網あ

子ご
と

調と
の
ふ
る
あ

流
海
人ま

之の

呼よ
び

声こ
ゑ

」〔
三
・
二
三
八
〕
と
い
う
よ
う
な
表
現
な
ら
、
現
代
人
に
も
大
き
い
違
和
感
は
与
え
な
い
。

　

確
か
な
と
こ
ろ
で
は
、
ほ
か
に
「
水か

手こ

之の

音こ
ゑ

喚よ
び

…
」〔
四
・
五
〇
九
〕
と
「
船ふ

な

人び
と

毛も

鹿か

子こ

毛も

許こ

恵ゑ

欲よ

妣び

…
」〔
十
五
・
三
六
二
七
〕
の
二

例
が
あ
る
。
現
代
人
に
違
和
感
を
与
え
る
「
声
呼
ぶ
」
は
、
当
時
で
は
一
般
的
な
表
現
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
例
の
「
声
呼
ぶ
」
は

ど
れ
も
船
を
漕
ぐ
と
い
う
場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
船
を
漕
ぐ
時
に
大
声
を
出
し
て
仲
間
に
合
図
す
る
の
を
「
声
呼
ぶ
」
と
言
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　

こ
の
「
声
呼
ぶ
」
は
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
一
例
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
声
」
を
伴
な
わ
ず
、

現
代
語
の
よ
う
に
「
呼
ぶ
」
だ
け
を
用
い
た
例
の
方
が
『
萬
葉
集
』
で
も
ず
っ
と
多
く
、
単
独
語
・
複
合
語
を
含
め
て
数
十
の
例
が
あ
る
。

　

三
例
の
「
声
呼
ぶ
」
に
は
、
動
詞
と
名
詞
と
の
間
に
格
助
詞
が
位
置
す
る
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
右
に
引
用
し
た
「
船
人
も
水
手
も

声
呼
び
」
は
、「
船
人
も
漕
ぎ
手
も
声
を
掛
け
」
の
意
で
あ
る
。「
船
人
も
水
手
も
」
は
並
立
の
「
も
」
を
伴
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
主

格
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ほ
か
の
二
例
の
「
水
手
の
…
」
も
ま
た
「
漕
ぎ
手
が
…
」
と
い
う
主
格
だ
と
考
え
る
し
か
な
い
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、「
声
呼
ぶ
」
は
、「
声
（
が
）
呼
ぶ
」
の
意
で
は
な
く
「（
漕
ぎ
手
が
）
声
（
を
）
呼
ぶ
」
の
意
で
あ
る
。「
網あ

代じ
ろ

人ひ
と

舟
召よ

ば
ふ

音こ
ゑ

…
」
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〔
七
・
一
一
三
五
〕
の
よ
う
な
、「
声
（
を
）
呼
ぶ
」
を
変
形
し
た
と
見
な
し
う
る
「（
…
を
）
呼
ぶ
声
」
と
い
う
表
現
も
、
少
な
か
ら
ず

例
が
あ
る
。

　
「
声
（
を
）
呼
ぶ
」
の
用
法
は
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
「
音ね

を
泣
く
」「
言こ

と

を
云
ふ
」
な
ど
の
用
法
に
よ
く
似
て
い
る
。「
音
を

泣
く
」「
言
を
云
ふ
」
の
ど
ち
ら
も
発
声
を
伴
う
動
作
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
声
（
を
）
呼
ぶ
」
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。
上

代
の
例
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
眠い

を
寝ぬ

」「
心
を
思
ふ
」「
目
を
見
る
」
な
ど
も
あ
る
が
、「
泣
く
」「
云
ふ
」
に
し
ろ
「
寝
」「
思

ふ
」「
見
る
」
に
し
ろ
、
人
間
の
基
本
的
な
動
作
を
表
す
語
で
あ
る
。「
呼
ぶ
」
も
ま
た
そ
う
だ
か
ら
、
こ
れ
が
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す

る
一
例
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
他
動
詞
の
「
呼
ぶ
」
と
そ
れ
が
伴
う
目
的
語
の
「
声
」
と
は
、
語
源
を
異
に
し
な

が
ら
も
互
い
に
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
語
で
あ
り
、
さ
き
に
あ
げ
た
Ⅲ
に
属
す
る
例
で
あ
る
。

　

や
は
り
「
声
呼
ぶ
」
の
一
例
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
、
長
歌
の
一
部
で
あ
る
次
の
歌
句
に
見
え
る
。

　

2　

い
と
の
き
て　

短
き
物
を　

端
切
る
と　

言
へ
る
が
如
く　

楚
し
も
と

取
る　

里さ
と

長を
さ

が
声
は　

寝ね

屋や

処ど

ま
で　

来き

立た
ち

呼よ
ば

比ひ

奴ぬ

 

〔
五
・
八
九
二
〕

　
「
短
き
物
を
端
切
る
」
の
二
句
は
、「
ひ
ど
い
状
況
に
、
さ
ら
に
ひ
ど
い
事
態
が
重
な
る
」
の
意
を
表
す
当
時
の
諺
で
あ
る
。
貧
し
く
惨

め
な
生
活
を
送
る
な
か
で
、
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
掛
け
る
か
の
よ
う
に
、
鞭む

ち

を
手
に
し
た
里
長
が
寝
屋
ま
で
や
っ
て
来
て
大
声
で
呼
び
掛

け
た
、
と
い
う
の
が
右
の
場
面
で
あ
る
。

　

三
語
が
連
接
し
た
「
来
立
ち
呼
ば
ひ
」
は
、
三
語
が
連
接
し
た
ま
ま
で
『
萬
葉
集
』
の
索
引
に
立
項
さ
れ
て
お
り
、
一
ま
と
ま
り
の
表

現
だ
と
理
解
さ
れ
処
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
来
立
つ
」「
来
立
ち
鳴
く
」「
来
立
ち
嘆
く
」
な
ど
の
表
現
が
ほ
か
に
あ
る
か
ら
、「
来
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立
つ
」
の
二
語
に
「
呼
ば
ふ
」
を
付
加
し
た
も
の
が
2
の
「
来
立
ち
呼
ば
ひ
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
里
長
が
声
は
」
は
、
そ
れ
に
続
く
「
寝
屋
処
ま
で
来
立
ち
呼
ば
ひ
ぬ
」
に
意
味
的
に
掛
か
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
り
、

そ
の
理
解
は
不
適
切
な
も
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
連
接
し
た
三
語
と
前
後
の
語
句
と
の
意
味
関
係
に
こ
だ
わ
っ
て
文
脈
を
見
て

み
る
と
、「
里
長
が
声
は
」
と
い
う
主
語
は
最
後
の
「
呼
ば
ひ
ぬ
」
だ
け
に
掛
か
り
、
そ
の
前
に
位
置
す
る
「
来
立
ち
」
の
二
語
に
は
掛

か
ら
な
い
。「
里
長
が
声
は
│
来
立
ち
」
と
い
う
承
接
関
係
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。「
来
立
ち
」
に
掛
か
る
の
は
「
寝
屋
処
ま
で
」
で

あ
り
、
そ
の
「
寝
屋
処
ま
で
│
来
立
ち
」
は
、
上
代
語
の
表
現
と
し
て
自
然
な
も
の
で
あ
る
。「
…
に
」
が
示
す
特
定
の
場
所
と
「
来
立

つ
」
と
い
う
連
接
動
詞
と
が
結
び
付
い
た
類
例
に
は
、「
金か

な

門と

に
し
人
の
来き

立た
て

者ば

…
」〔
九
・
一
七
三
九
〕
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　
「
里
長
が
声
は
│
呼
ば
ひ
ぬ
」
と
い
う
呼
応
は
、「
声
は
呼
ぶ
」
と
単
純
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
声
は

o

…
」
と
い
う
言
い
か
た

は
、
一
般
に
「
…
を
」
と
い
う
表
現
に
な
る
同
族
目
的
語
構
文
と
し
て
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
声
」
と
「
呼
ば
ひ
ぬ
」
と

の
間
に
「
寝
屋
処
ま
で
│
来
立
ち
」
が
割
り
込
ん
だ
た
め
に
、
本
来
あ
る
べ
き
「
声
（
を
）
│
呼
ぶ
」
と
い
う
呼
応
関
係
が
緩
く
な
っ
た

の
だ
ろ
う
、
と
ま
ず
は
想
定
で
き
る
。
ほ
か
に
は
、
や
は
り
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
「
心
を
思
ふ
」
が
、「
松
が
枝え

を
結
ぶ

情こ
こ
ろ
は
な
が
く
と
そ
お
も
ふ

者
長
等
曽
念
」〔
六
・
一
〇
四
三
〕
と
い
う
例
の
な
か
で
、
結
果
的
に
「
心
は

o

│
思
ふ
」
と
い
う
呼
応
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
も
参
考

に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
す
れ
ば
、「
声
（
を
）
呼
ぶ
」
と
そ
れ
を
変
形
し
た
も
の
だ
と
見
な
し
う
る
「
呼
ぶ
声
」
と
の
関
係
は
、

同
族
目
的
語
構
文
に
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
る
、

　
　

音
を
泣
く
│
│
泣
く
音

　
　

心
を
思
ふ
│
│
思
ふ
心
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言
を
云
ふ
│
│
云
ふ
言

　
　

熟う
ま
い眠

を
寝
│
│
寝
る
熟
眠

な
ど
の
関
係
に
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。

　

次
に
本
節
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
は
、「
足
踏
む
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。「
足
踏
む
」
に
よ
く
似
た
表
現
に
は
「
手た

握に
ぎ

る
」
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
「
足
踏
む
」
だ
け
を
見
て
み
る）

4
（

。
こ
の
表
現
も
ま
た
、
動
詞
を
用
い
る
だ
け
で
意
味
・
状
況
が
十
分
に
わ
か
る
の
に
、
そ

の
動
詞
が
こ
と
さ
ら
に
目
的
語
を
伴
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
感
想
を
現
代
人
が
い
だ
き
が
ち
な
表
現
で
あ
る
。

　

古
い
慣
用
句
に
、「
二
の
足
を
踏
む
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
語
で
「
踏
む
」
を
用
い
る
場
合
に
は
「
足
」
を
伴
わ
な
い
。

一
方
、「
足あ

し

踏ぶ

み
」
と
い
う
複
合
名
詞
な
ら
ば
、
普
通
に
用
い
る
。

　
「
足
踏
む
」
は
、『
古
事
記
』
に
一
例
、『
萬
葉
集
』
に
四
例
あ
る
。

　

3　

夏
草
の　

阿あ

比ひ

泥ね

の
浜
の　

か
き
貝
に　

阿あ

斯し

布ふ

麻ま

須す

那な　

明
か
し
て
通
れ 

〔
記
八
七
〕

　

4　

う
ち
ひ
さ
つ　

三
宅
の
原
ゆ　

直ひ
た

土つ
ち

に　

足あ
し

迹ふ
み

貫ぬ
き　

夏
草
を　

腰
に
な
づ
み
… 

〔
十
三
・
三
二
九
五
〕

　

3
の
歌
謡
は
、
女
性
が
男
性
に
呼
び
掛
け
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。「
か
き
貝
に
足
踏
ま
す
な
」
の
「
す
」
は
敬
語
で
あ
り
、
こ
こ

は
「
貝
殻
を
足
で
お
踏
み
に
な
ら
れ
（
て
、
お
怪
我
を
な
さ
い
）
ま
す
な
」
の
意
を
表
す
。
現
代
語
で
な
ら
ば
、「
足
」
を
持
ち
出
す
必

要
は
な
く
、「
貝
を
お
踏
み
に
な
ら
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
」
と
い
っ
た
言
い
ま
わ
し
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
五
句
の
「
明
か
し
て
通
れ
」
は
、

「（
足
元
が
よ
く
見
え
る
よ
う
に
）
夜
を
明
か
し
て
か
ら
お
帰
り
下
さ
い
」
の
意
で
あ
る
。
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4
の
「
足
踏
み
貫ぬ

き
」
は
、「
直ひ

た

土つ
ち

に
足
踏
み
貫
き
」
と
い
う
続
き
か
ら
考
え
て
、「
足
（
を
）
踏
み
貫
き
」
つ
ま
り
「（
地
面
に
）
足

を
踏
み
つ
け
」
の
意
だ
ろ
う
。
地
面
を
強
く
踏
み
つ
け
る
こ
と
を
、
や
や
強
調
し
た
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。
直
後
の
「
夏
草
を
腰
に
な
づ

み
」
と
対
句
を
構
成
し
、
若
者
が
苦
労
を
も
の
と
も
せ
ず
に
女
性
の
も
と
に
通
う
様
子
を
述
べ
て
い
る
。

　

3
の
「
足
踏
む
」
は
、
単
に
「
貝
殻
を
踏
ん
で
足
を
怪
我
す
る
」
の
意
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
4
の
「
足
踏
み
貫

く
」
に
つ
い
て
は
、
当
時
は
一
般
に
裸
足
で
外
出
す
る
の
が
普
通
だ
っ
た
こ
と
を
背
景
と
す
る
表
現
だ
、
と
い
う
解
説
が
注
釈
に
見
え
る
。

　

残
る
三
例
の
「
足
踏
む
」
を
見
て
み
る
と
、「
剣つ

る
ぎ
た大

刀ち

諸も
ろ

刃は

の
利と

き
に
足あ

し

踏ふ
み
て、

死
な
ば
死
な
む
よ
…
」〔
十
一
・
二
四
九
八
〕、「
浅あ

さ

茅ぢ

原は
ら

茅ち

生ふ

に
足あ

し

踏ふ
み

心
ぐ
み
…
」〔
十
二
・
三
〇
五
七
〕、「
刈
り
ば
ね
に
安あ

思し

布ふ

麻ま

之し

牟む

奈な

、
沓く

つ

履は

け
我
が
背
」〔
十
四
・
三
三
九
九
〕
と
い
う
表

現
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、「
鋭
利
な
刃
物
で
足
を
傷
つ
け
、
死
ぬ
な
ら
死
ん
で
も
よ
い
」、「
茅
の
切
り
口
で
足
を
傷
つ
け

る
よ
う
に
、（
恋
人
の
こ
と
で
）
心
に
痛
み
を
感
じ
…
」、「
切
り
株
で
足
を
傷
つ
け
ら
れ
ま
す
な
。
靴
を
お
履
き
下
さ
い
、
あ
な
た
」
な

ど
の
意
で
あ
る
。
刃
物
で
足
を
傷
つ
け
る
の
も
、
茅
の
切
り
口
で
足
を
傷
つ
け
る
の
も
、
木
な
ど
の
切
り
株
で
足
を
傷
つ
け
る
の
も
、
沓

を
履
か
ず
に
裸
足
で
歩
い
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
最
後
の
例
に
は
「
沓
履
け
」
と
あ
っ
て
、
確
か
に
相
手
の
男
性
が
裸
足
の
状
態
で
歩
い

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
足
踏
む
」
は
、「
踏
む
」
と
い
う
動
作
に
よ
っ
て
、
鋭
く
と
が
っ
た
物
で
足
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
表
す
表
現
だ

か
ら
、
そ
の
「
足
」
と
は
、
具
体
的
に
言
え
ば
「
裸
足
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
『
萬
葉
集
』
に
は
、
連
接
動
詞
で
は
な
い
単
独
の
「
踏
む
」
は
三
十
余
例
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
三
十
余
例
の
な
か
に
は
、
足
を
傷
つ

け
る
こ
と
を
述
べ
た
用
例
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。「
足
踏
む
」
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
特
異
な
状
況
を
表
す
の
に
用
い
る
表
現
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　

現
代
人
は
、「
踏
む
」
と
い
う
行
為
は
「
足
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
が
自
明
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に
「
足
踏
む
」
と
は
言
わ
な
い
。

上
代
語
の
「
眠
を
寝
」
が
体
を
横
た
え
る
の
で
は
な
く
睡
眠
を
と
る
こ
と
を
示
し
、「
音
を
泣
く
」
が
人
知
れ
ず
忍
び
泣
く
の
で
は
な
く
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声
を
出
し
て
泣
く
こ
と
を
示
す
の
と
同
様
に
、
上
代
語
で
あ
え
て
「
足
踏
む
」
と
表
現
す
る
、
然
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
足
踏
む
」
の
用
例
の
な
か
に
は
、
間
に
助
詞
の
位
置
す
る
例
が
な
い
。
し
か
し
、「
踏
む
」
と
い
う
動
詞
は
、
上
代
か
ら
現
代
ま
で

「
…
を
踏
む
」
と
表
現
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
上
代
語
の
「
足
踏
む
」
は
「
足
（
を
）
踏
む
」
の
意
で
あ
り
、
同
族
目
的
語
構
文
の
一

例
だ
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
【「
川
の
渡
り
瀬
安あ

夫ぶ

美み

漬つ

か
す
も
」〔
十
七
・
四
〇
二
四
〕
の
「
鐙あ

ぶ
み」

は
、「
足あ

踏ぶ

み
」
に
由
来
す
る
語

で
あ
り
、
馬
に
乗
る
時
に
足
を
踏
み
掛
け
る
道
具
を
さ
す
。
中
世
に
は
「
鐙
踏
ん
張
り
…
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
来
の

語
構
成
に
戻
せ
ば
重
複
し
た
表
現
で
あ
る
】。

三

　

と
こ
ろ
で
、
上
代
語
の
「
言こ

と

を
云
ふ
」
と
い
う
表
現
を
、
前
稿
で
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
は
、
本
稿
の
第

一
節
で
述
べ
た
。
こ
の
「
言
を
云
ふ
」
に
酷
似
す
る
も
の
に
、「
言
（
を
）
問
ふ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。「
言
を
云
ふ
」
を
同
族
目
的
語

構
文
の
例
だ
と
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
「
言
（
を
）
問
ふ
」
も
ま
た
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、「
言
を
云
ふ
」
と
「
言
（
を
）
問
ふ
」
で
は
、「
言
を
…
」
が
両
者
に
共
通
す
る
だ
け
だ
、
動
詞
の
「
云
ふ
」
と

「
問
ふ
」
と
で
は
意
味
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
も
出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
妥
当
な
意
見
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、「
言
を
…
／
言
（
を
）
…
」
を
「
云
ふ
」
が
承
け
た
表
現
と
、
そ
れ
を
「
問
ふ
」
が
承
け
た
表
現
と
は
、「
も
の
を
言
う
／
話

を
す
る
」
と
い
っ
た
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
か
ら
で
あ
る
。「
問
ふ
」
の
原
義
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
用
法
の
「
言
問
ふ
」
に
は

「
疑
問
に
思
う
こ
と
を
相
手
に
尋
ね
る
／
質
問
す
る
」
の
意
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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5　

た
た
な
づ
く　

青
垣
山
の　

隔へ
な

り
な
ば　

し
ば
し
ば
君
を　

言こ
と

不と

問は
じ

可か

聞も 

〔
十
二
・
三
一
八
七
〕

　

6　

語こ
と

問と
ひ

之し

磐い
は

根ね

、
樹こ

の
立
ち
、
草
の
垣か

き

葉は

を
も
語こ

と

止や

め
て
… 

〔
大
祓
〕

　

5
の
第
五
句
の
「
言
問
は
じ
か
も
」
は
、「（
青
垣
山
が
二
人
を
隔
て
た
ら
、
た
び
た
び
あ
な
た
に
）
話
し
か
け
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う

か
」
の
意
で
あ
る）

5
（

。
ま
た
、「
御み

言こ
と

不と

御は

問さ
ず

…
」〔
二
・
一
六
七
〕
は
、「
言
」
が
「
御
言
」
と
な
り
、「
問
は
ず
」
も
「
問
は
さ
ず
」
と
な

っ
た
敬
語
表
現
だ
が
、「
お
尋
ね
に
な
ら
ず
」
の
意
で
は
な
く
、「
お
話
し
に
な
ら
ず
」
の
意
で
あ
る
。
皇
子
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
と
ば
を
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
も
う
な
い
の
だ
、
と
い
う
悲
し
み
の
籠
も
っ
た
句
で
あ
る
。

　
「
言
（
を
）
問
ふ
」
の
例
は
、『
萬
葉
集
』
に
二
十
余
あ
る
。
一
般
の
「
問
ふ
」
に
は
、「
尋
ね
る
」
の
意
の
ほ
か
に
「
訪
問
す
る
」
の

意
も
あ
る
。
し
か
し
、
二
十
余
の
「
言
（
を
）
問
ふ
」
の
な
か
に
は
、「
尋
ね
る
」「
訪
問
す
る
」
の
意
を
表
す
例
は
見
え
な
い
。
ほ
か
に
、

複
合
名
詞
化
し
た
「
言
問
ひ
」
も
五
例
あ
る
が
、「
問
ひ
」
の
意
味
・
用
法
は
変
わ
ら
な
い）

6
（

。
た
と
え
ば
、「
今
日
だ
に
も
許こ

等と

騰ど

比ひ

せ
む

と
…
」〔
二
十
・
四
四
〇
八
〕
と
い
う
例
は
、「
せ
め
て
今
日
だ
け
で
も
親
子
で
親
し
く
話
を
し
た
い
」
と
い
う
、
子
と
別
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
親
の
心
情
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　

6
に
引
用
し
た
表
現
は
、『
延
喜
式
』
所
載
の
祝
詞
の
一
部
で
あ
る
。
祝
詞
の
「
言
（
を
）
問
ふ
」
は
、
6
の
「
語こ

と

問
ひ
し
磐い

は

根ね

…
」

の
ほ
か
に
三
例
あ
る
。
計
四
例
の
「
言
（
を
）
問
ふ
」
は
、
6
と
同
様
に
ど
れ
も
上
古
の
世
界
の
こ
と
を
述
べ
た
文
の
な
か
に
出
て
い
る
。

皇
祖
神
が
、「
我
が
皇す

め
み
ま
の
み
こ
と

御
孫
之
命
」
に
地
上
界
の
統
治
を
命
じ
よ
う
と
し
た
時
に
、
地
上
は
磐
や
草
木
や
水
の
泡
ま
で
が
「
語こ

と

問
ふ
」
と

い
う
、
ひ
ど
い
騒
乱
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
皇
祖
神
が
霊
妙
な
神
威
を
発
揮
し
て
一
掃
し
、
そ
の
あ
と
で
「
皇
御
孫
之
命
」
を
地
上

へ
天
降
ら
せ
た
、
と
述
べ
た
文
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
祝
詞
の
「
言
（
を
）
問
ふ
」
は
「
も
の
を
言
う
／
話
を
す
る
」
の
意
で
あ
る
【
6
の

「
語こ

と

止や

め
て
…
」
の
「
止
め
」
は
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
で
あ
り
、「（
も
の
を
言
う
の
を
）
止
め
さ
せ
て
…
」
の
意
で
あ
る
】。
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「
も
の
を
言
う
／
話
を
す
る
」
の
意
を
表
す
「
言
（
を
）
問
ふ
」
で
は
、「
言
」
を
伴
わ
ず
に
単
に
「
問
ふ
」
だ
け
を
用
い
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
問
ふ
」
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
「
尋
ね
る
」「
訪
問
す
る
」
な
ど
の
意
を
表
す
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
。

「
言
（
を
）
問
ふ
」
と
い
う
連
結
形
式
あ
る
い
は
「
言
問
ふ
」
と
い
う
熟
語
に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
も
の
を
言
う
／
話
を
す
る
」

の
意
を
表
し
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

現
代
語
の
「
も
の
を
言
う
」
に
あ
た
る
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
上
代
語
の
「
も
の
（
を
）
云
ふ
」
に
あ
た
る
。「
も
の
語い

は
ず
来
に
て
…
」

〔
四
・
五
〇
三
〕
と
い
う
例
と
、「
言
問
は
ず
来
ぬ
」〔
十
四
・
三
五
四
〇
〕
と
い
う
例
と
を
比
較
す
れ
ば
、「
も
の
（
を
）
云
ふ
」
と
「
言

（
を
）
問
ふ
」
と
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
こ
と
は
一
読
し
て
わ
か
る
。

　

続
い
て
、
や
は
り
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
認
め
ら
れ
る
、「
香か

を
嗅か

ぐ
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
偶
然
の

こ
と
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
上
代
の
文
献
に
は
見
え
ず
中
古
か
ら
例
が
現
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
「
花
橘
の
香
を
嗅
げ
ば
…
」〔
三
・

一
三
九
〕
が
、
平
仮
名
の
文
献
に
出
て
い
る
最
も
古
い
例
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
「
蜜
の
香
を
か
ぎ
て
…
」〔
二
四
四
〕
は
、
よ
く
知
ら

れ
た
例
で
あ
る
。

　
「
嗅
ぐ
」
と
い
う
動
詞
の
語
源
に
つ
い
て
、
多
く
の
辞
書
で
は
解
説
を
付
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
な
か
に
は
「「
か
（
香
）」
に
、
接

尾
語
「
ぐ
」
の
付
い
た
形
か
」
と
疑
問
の
か
た
ち
で
解
説
を
付
し
て
い
る
辞
書
も
あ
り
、「「
か
」
は
、
香
の
意
」
だ
と
い
う
断
定
的
な
解

説
を
付
し
て
い
る
辞
書
も
あ
る
。「
塩
気
の
み
香か

乎を

礼れ

流る

国
に
…
」〔
二
・
一
六
二
〕
や
「
梅
の
花
香か

乎を

加か

具ぐ

播は

之し

美み

…
」〔
二
十
・
四
五

〇
〇
〕
の
よ
う
に
、「
香
」
に
は
「
か
を
る
」「
か
ぐ
は
し
」
な
ど
の
複
合
語
が
、
既
に
上
代
語
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
確
か
に
「
嗅
ぐ
」
は

も
と
「
香
ぐ
」
だ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
ま
た
、「
か
ぐ
は
し
」
と
い
う
形
容
詞
は
『
萬
葉
集
』
に
六
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
四

例
ま
で
語
頭
の
「
か
」
に
「
香
」
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
人
々
が
、「
か
ぐ
は
し
」
は
「
香

o

ぐ
は
し
」
に
由
来
す
る
と
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
例
し
か
な
い
「
か
を
る
」
も
、
右
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
香

o

乎
礼
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
本
来
は
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「
香

o

を
る
」
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

上
代
で
は
、「
橘
の
尓に

保ほ

敝へ

流る

香か

か
も
…
」〔
十
七
・
三
九
一
六
〕
の
よ
う
に
、「
香
」
に
「
に
ほ
ふ
」
を
用
い
た
も
の
が
一
例
だ
け
あ

る
。
し
か
し
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、「
花
ぞ
昔
の
香
に9

に
ほ
ひ
け
る
」〔
一
・
四
二
〕
の
よ
う
な
例
が
が
い
く
つ
か
あ
る
。
同
集
に
見

え
る
「
香
を
嗅
ぐ
」
は
既
出
の
一
例
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
に
「
香
を
だ
に
に
ほ
へ
」〔
六
・
三
三
五
〕
が
一
例
あ
る
【
上
代
語
の
「
に
ほ

ふ
」
に
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
そ
れ
に
も
、
既
に
嗅
覚
的
な
意
味
を
表
す
例
が
見
え
る
】。

　
「
香
を
嗅
げ
ば
…
」「
香
を
だ
に
に
ほ
へ
」
で
は
、
動
詞
と
そ
れ
の
伴
う
目
的
語
と
が
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
、
上
代
の
「
眠
を
寝
」「
心
を
思
ふ
」「
音
を
泣
く
」
と
同
様
に
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
例
だ
と
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、「
香
を
嗅
ぐ
」
の
場
合
は
、「
香
」
を
伴
わ
な
い
か
た
ち
で
「
嗅
ぐ
」
と
だ
け
言
え
ば
、
現
代
語
で
「
歌
う
」
と
だ
け
言
っ
た
場

合
と
同
様
に
、
表
現
と
し
て
不
十
分
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

四

　

複
合
語
を
本
来
の
構
成
に
戻
し
て
み
た
場
合
に
、
そ
れ
を
含
む
表
現
が
、
同
族
目
的
語
構
文
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
る
表
現
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
、
と
い
っ
た
例
を
本
節
で
取
り
上
げ
る
。
具
体
的
に
は
、「
守ま

も

る
」
と
「
夢い

め

を
見
る
」
と
「
形
見
を
見
る
」
と
の
三

例
だ
が
、
ど
の
表
現
も
複
合
語
だ
と
か
そ
れ
を
含
む
も
の
だ
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
は
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
ず
動
詞
の
「
守ま

も

る
」
だ
が
、
こ
の
動
詞
の
語
構
成
が
専
門
的
な
辞
書
の
類
で
ど
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
か
、
当
該
項
目
を
見
て

み
る
。『
時
代
別 

国
語
大
辞
典 

上
代
編
』
に
「
目マ

＝
守モ

ル
の
意
」
だ
と
あ
り
、『
小
学
館 

古
語
大
辞
典
』
と
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』

の
双
方
に
「「
目
（
ま
）
守
（
も
）
る
」
の
意
」
だ
と
あ
る
。
ま
た
、『
岩
波 
古
語
辞
典
』
に
「
マ
（
目
）
モ
リ
（
守
）
の
意
」、『
角
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川 
古
語
大
辞
典
』
に
「「
ま
（
目
）」
と
「
も
る
（
守
）」
の
複
合
語
」
だ
と
あ
る
。
ほ
か
の
古
語
辞
典
・
国
語
辞
典
に
も
、
こ
の
動
詞
の

語
構
成
を
同
じ
よ
う
に
解
説
し
て
あ
る
。「
目め

」
の
古
形
・
被
覆
形
で
あ
る
「
目ま

」
と
、
二
音
節
の
「
も
る
」
と
い
う
動
詞
と
が
複
合
し

て
三
音
節
の
「
目ま

守も

る
」
が
成
立
し
た
、
と
い
う
の
が
定
説
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

ど
の
辞
書
の
解
説
に
も
出
て
い
る
よ
う
に
、
三
音
節
の
「
ま
も
る
」
の
ほ
か
に
、
二
音
節
の
「
も
る
」
と
い
う
動
詞
が
あ
っ
た
。「
母

い
毛も

礼れ

ど
も
」〔
十
四
・
三
三
九
三
〕
の
よ
う
な
一
字
一
音
の
例
も
、「
防さ

き

人も
り

（
崎
守
）」「
野
守
」「
山
守
」
そ
の
他
の
多
く
の
複
合
語
に

含
ま
れ
る
「
も
る
」
も
あ
る
。「
ま
も
る
」「
も
る
」
の
ど
ち
ら
も
、
上
代
の
文
献
に
少
な
か
ら
ぬ
用
例
が
あ
る
。
訓
字
と
し
て
は
、
両
動

詞
と
も
に
「
守
」
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
歌
に
は
七
・
五
の
音
数
律
が
あ
る
か
ら
、
訓
字
の
「
守
」
を
「
ま
も

る
」
と
「
も
る
」
と
で
訓
み
分
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
に
、「
木こ

の
間
よ
も
い
行
き
麻ま

毛も

良ら

比ひ

…
」〔
記
一
四
〕、「
木
の
間
ゆ
も
い
行
き
摩ま

毛も

羅ら

ひ

…
」〔
紀

一
二
〕
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
ま
も
ら
ひ
」
は
反
復
・
継
続
の
「
ふ
」
を
伴
っ
て
い
る
が
、
文
献
・
資
料
に
見
え
る
「
ま
も

る
」
の
最
も
古
い
用
例
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
に
は
、「
ま
も
る
」
が
十
余
例
、「
も
る
」
及
び
そ
の
複
合
語
が
数
十
例
あ
る
。
な
か
に
は
、

「
縄
延は

へ
て
守も

ら

巻ま
く

欲ほ

し
き
梅
の
花
か
も
」〔
十
・
一
八
五
八
〕
と
「
引ひ

き

板た

吾
が
延は

へ
真ま

守も
れ

有る

苦
し
」〔
八
・
一
六
三
四
〕
の
よ
う
に
、
両
語

の
実
例
に
は
よ
く
似
た
用
法
の
も
の
も
見
え
る
。「
ま
も
る
」「
も
る
」
の
意
味
上
の
相
違
は
、
多
く
の
場
合
に
不
明
瞭
で
あ
り
微
妙
で
あ

る
。

　
『
萬
葉
集
』
に
見
え
る
一
例
に
、「
人ひ

と

目め

守も
り

と
も
し
き
妹
に
今
日
だ
に
逢
は
む
を
」〔
十
二
・
三
一
二
二
〕
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の

「
人
目
守も

り
」
は
「
人
目
を
意
識
し
て
／
人
目
を
避
け
て
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、「
目
」
と
「
も
る
」
と
が
直
結
す
る
こ
と

が
あ
り
、
両
語
の
複
合
し
た
も
の
が
「
目ま

守も

る
」
だ
ろ
う
。「
人ひ

と

言ご
と

の
繁し

げ

き
間ま

守も
り

而て

逢
ふ
と
も
や
…
」〔
十
一
・
二
五
六
一
〕
で
は
、「
間
」

に
「
も
る
」
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、「
ま
も
る
」
は
様
子
・
状
況
を
じ
っ
と
見
る
と
い
う
文
脈
に
現
れ
る
の
が
通
例
だ
か
ら
、
本
来
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一

の
語
構
成
は
「
間ま

守も

る
」
で
は
な
く
や
は
り
「
目ま

守も

る
」
だ
と
理
解
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
ま
も
る
」
に
は
、「
間ま

守も
り

」〔
十
一
・
二
六
五
七
〕
や
右
に
あ
げ
た
「
真ま

守も
れ

有る

」
な
ど
の
表
記
も
あ
る
が
、「
目
守
」
と
い
う
表
記
は
見

え
な
い
。「
間
」「
真
」
は
借
訓
字
で
あ
り
、「
ま
も
る
」
の
本
来
の
語
構
成
は
、『
萬
葉
集
』
の
時
代
に
は
既
に
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、「
目ま

守も

る
」
は
「
目
で
じ
っ
と
見
る
」
の
意
で
あ
る
。
同
じ
く
上
代
に
例
の
あ
る
「
手た

折を

る
」
が
「
手
で
折
る
」
の
意
で

あ
る
よ
う
に
、「
目
守
る
」
の
「
目
」
は
手
段
を
表
す
か
ら
、
こ
れ
は
「
目
で
見
る
」
の
意
だ
と
考
え
て
よ
い
。
同
族
目
的
語
構
文
の
一

般
的
な
様
態
か
ら
す
れ
ば
、「
目
を

o

見
る
」
と
い
う
意
味
関
係
に
な
る
は
ず
だ
が
、「
目
を
見
る
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
は
、

「
君き

み
が
め
を
み
む

之
目
乎
将
見
」〔
十
一
・
三
一
三
六
〕
や
「
君き

み
が
め
み
ず
て

之
目
不
見
而
…
」〔
十
二
・
二
八
八
一
、
或
本
歌
〕
な
ど
の
よ
う
に
、
相
手
に
直
接
に

逢
う
こ
と
を
意
味
す
る
表
現
と
し
て
別
に
あ
る
。

　
「
目ま

守も

る
」
で
は
、「
目め

」
の
被
覆
形
で
あ
る
「
目ま

」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
も
る
」
と
意
味
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
は
明

瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
露
出
形
で
単
独
語
の
「
目め

」
を
含
み
、
か
つ
助
詞
の
「
を
」
が
間
に
あ
る
「
目
を
見
る
」
は
、
あ
く
ま
で
も
三
語

か
ら
成
る
表
現
で
あ
る
。「
目
守
る
」
と
「
目
を
見
る
」
と
の
間
に
あ
る
こ
う
し
た
相
違
に
よ
っ
て
、
両
表
現
の
意
味
上
の
相
違
も
ま
た

同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
現
代
人
の
感
覚
で
は
、「
子
守
」「
灯
台
守
」
な
ど
の
「
も
り
」
は
「
そ
ば
に
い
て
保
護
す
る
／
控
え
て
い
て
管
理
す
る
」
の

意
だ
か
ら
、「
も
る
」
の
場
合
は
こ
と
さ
ら
に
「
目ま

」
を
加
え
て
「
目
も
る
」
と
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、「
音
を
泣
く
」
が
声
を
出
し
て

0

0

0

0

0

「
泣
く
」
こ
と
を
示
す
表
現
で
あ
る
の
と
同
様
に
、「
目
も
る
」
の
場
合
も
、
目
を
そ
ら
さ

0

0

0

0

0

す
に

0

0

「
も
る
」
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
目
」
を
加
え
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
で
き
る
。「
目
も
る
」
は
「
目
を0

守
る
」
の
意
で
は
な
い
が
、

同
族
目
的
語
構
文
に
準
じ
る

0

0

0

表
現
だ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
【
現
代
語
の
「
見み

守ま
も

る
」
は
、「
ま
も
る
」
の
「
ま
」
が
も
と
も
と
「
目
」
で
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二

あ
る
こ
と
が
忘
れ
去
ら
れ
た
あ
と
に
、
改
め
て
「
見
」
が
付
加
さ
れ
て
で
き
た
も
の
だ
ろ
う
】。

　

次
に
検
討
す
る
の
は
、「
ま
も
る
」
に
近
い
語
構
成
を
も
つ
、「
夢
を
見
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
上
代
語
の
「
夢
」
の
語
形
は
、

「
伊
米
」
と
い
う
表
記
が
『
萬
葉
集
』
に
十
数
例
見
え
る
よ
う
に
「
い
め
」
で
あ
り
、「
ゆ
め
」
は
中
古
以
降
に
現
れ
る
語
形
で
あ
る
。
既

出
の
諸
辞
書
で
「
い
め
」
の
項
を
引
い
て
み
る
と
、「
い
め
」
は
も
と
も
と
「
寝い

目め

」
と
い
う
複
合
語
だ
と
解
説
し
て
あ
る
。
あ
る
辞
書

で
は
、「
イ
は
寝
。
メ
は
目
」
で
あ
り
、「
眠
っ
て
い
て
見
る
も
の
の
意
」
だ
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、
本
来
の
語
義
・
用
法
が
よ
く
わ
か
る
。

　

辞
書
の
解
説
に
あ
る
「
寝
目
」
は
、「
眠い

を
寝ぬ

」
に
関
し
て
用
い
た
本
稿
の
表
記
に
従
え
ば
、「
眠い

目め

」
と
な
る
。「
眠
目
を
見
る
」
は
、

同
族
目
的
語
構
文
の
「
眠
を
寝
」
が
、「
朝あ

さ

宿い

疑か

将ね
け

寐む

」〔
十
・
一
九
四
九
〕
つ
ま
り
「
朝あ

さ

眠い

か
寝
け
む
」
と
な
っ
た
よ
う
な
例
に
近
い
。

「
眠
目
」
も
「
朝
眠
」
も
、「
眠
」
が
前
項
に
な
っ
て
い
る
か
、
後
項
に
な
っ
て
い
る
か
の
相
違
は
あ
る
が
、
と
も
に
複
合
語
で
あ
る
。

　
「
夢
を
見
る
」
で
は
、「
眠
目
」
が
「
見
る
」
の
目
的
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
眠
を
寝
」
に
よ
く
似
た
表
現
だ
が
、「
夢
」
を
省

略
す
れ
ば
表
現
は
成
り
立
た
な
く
な
る
。
結
局
、「
夢
を
見
る
」
は
本
来
の
語
構
成
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
同
族
目
的
語
構
文
の
例
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
準
じ
る
例
な
の
だ
が
、「
夢
」
を
省
略
し
て
「
見
る
」
だ
け
を
用
い
る
こ
と
は
、
状
況
的
に
不
可
能
で
あ
る
。「
見
る
」
の
対
象

が
何
な
の
か
が
不
明
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
『
萬
葉
集
』
で
は
、
自
動
詞
を
用
い
た
「
夢
に

o

見
ゆ
」
が
普
通
の
表
現
だ
が
、
他
動
詞
を
用
い
た
「
夢
を
見
る
」
も
実
際
に
数
例
あ
る
。

「
夢
に

o

見
る
」
は
、「
眠め

尓に

視み
る

…
」〔
十
九
・
四
一
六
六
〕
の
よ
う
な
表
現
を
、
名
詞
を
複
合
語
に
す
る
か
た
ち
で
延
長
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

複
合
語
を
も
と
の
語
構
成
に
戻
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
、
と
い
う
例
で
あ
る
の
に
、

前
稿
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
も
の
が
ま
だ
あ
る
。
そ
れ
は
、『
萬
葉
集
』
の
「
吾わ

が

形か
た

見み

見み

管つ
つ

之し

努の

波は

世せ

」〔
四
・
五
八
七
〕、
つ
ま
り
「
吾

が
形
見
（
を
）
見
つ
つ
偲
は
せ
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
、「
形
見
を
見
る
」
と
い
う
表
現
が
当
時
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
「
形
見
」
は
現
代
語
に
ま
で
継
承
さ
れ
た
語
で
あ
り
、「
そ
の
人
の
形
を
見
る
も
の
の
意
」
だ
と
解
説
し
て
い
る
辞
書
が
あ
る
よ
う
に
、
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三

文
字
ど
お
り
「
形
」
と
「
見
」
と
の
複
合
語
で
あ
る
。

　

東
歌
に
、

　

7　

於お

毛も

可か

多た

の　

忘
れ
む
し
だ
は　

大
野
ろ
に　

た
な
び
く
雲
を　

見
つ
つ
偲し

の

は
む 

〔
十
四
・
三
五
二
〇
〕

と
い
う
歌
が
あ
る
。
思
う
相
手
の
「
面お

も

形か
た

」、
つ
ま
り
顔
か
た
ち
を
忘
れ
た
時
は
、
雲
を
見
な
が
ら
そ
の
人
を
偲
ぼ
う
、
と
い
う
内
容
で

あ
る
。「
面
形
」
の
「
形
」
と
、「
見
つ
つ
…
」
の
「
見
」
と
が
複
合
し
た
よ
う
な
も
の
が
、「
形
見
」
で
あ
る
。
確
か
に
、「
そ
の
人
の
形

を
見
る
も
の
の
意
」
だ
ろ
う
。

　
『
萬
葉
集
』
に
は
、「
形
見
」
の
表
記
が
二
十
例
ほ
ど
あ
る
。「
形
見
」
の
語
構
成
は
、「
鏡
」
が
「
影か

が

」
と
「
見
」
と
の
複
合
語
で
あ
る

の
に
酷
似
す
る
。「
鏡
を
見
る
」
が
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
以
上
、「
形
見
を
見
る
」
も
ま
た
そ
の
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
「
鏡
を
見
る
」
は
、
前
稿
で
取
り
上
げ
た
例
で
あ
る
。「
鏡
」
の
語
源
で
あ
る
「
影
」
と
「
見
る
」
と
が
、
次
の
『
古
今
和
歌
集
』

の
表
現
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

8　

年
ご
と
に
鏡
の
影
に
見
ゆ
る
雪
と
波
と
を
嘆
き
… 

〔
仮
名
序
〕

　
「
年
ご
と
に
、
鏡
に
映
っ
て
見
え
る
白
髪
と
皺し

わ

と
が
増
え
る
の
を
嘆
き
…
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
同
集
に
「
鏡
」「
影
」

「
見
る
」
の
三
語
が
詠
み
込
ま
れ
た
次
の
二
首
が
あ
る
。
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一
〇
四

　

9　

行
く
年
の　

惜
し
く
も
あ
る
か
な　

ま
す
鏡　

見
る
影
さ
へ
に　

暮
れ
ぬ
と
思
へ
ば 

〔
六
・
三
四
二
〕

　

10　

怨
み
て
も　

泣
き
て
も
言
は
む　

か
た
ぞ
無
き　

鏡
に
見
ゆ
る　

影
な
ら
ず
し
て 

〔
十
五
・
八
一
四
〕

　
「
鏡
」
は
「
見
る
」
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
語
が
一
連
の
表
現
に
現
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、「
鏡
」「
影
」「
見
る
」
の
三
語

が
共
存
す
る
二
首
の
よ
う
な
歌
も
、
中
古
の
別
の
歌
集
に
は
少
な
か
ら
ず
見
え
て
お
り
、
人
々
の
意
識
の
な
か
で
三
語
が
結
び
つ
い
て
い

た
こ
と
を
物
語
る
。
あ
る
い
は
、「
鏡
」
は
「
影か

が

見み

」
に
由
来
す
る
と
い
う
語
源
意
識
が
ま
だ
残
っ
て
い
た
も
の
か
。

五

　

同
族
目
的
語
構
文
の
例
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
、
漢
字
の
本
文
を
ど
の
よ
う
に
訓
ず
へ
き
か
と
い
う
問
題
が
絡
む
、『
萬
葉
集
』

の
歌
句
が
あ
る
。

　

次
の
歌
の
第
三
句
「
言
歯
五
十
戸
常
」
が
そ
れ
で
、
こ
の
句
は
「
云い

ひ
は
云
へ
ど
」
と
訓
ず
べ
き
か
「
言こ

と

は
云
へ
ど
」
と
訓
ず
べ
き
か

が
、
問
題
で
あ
る
。
前
者
は
古
写
本
に
見
え
る
訓
だ
が
、
現
在
は
一
般
に
後
者
の
訓
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

　

11　

真
玉
つ
く　

を
ち
こ
ち
兼
ね
て　

言
歯は

五い十
戸へ

ど常　

逢
ひ
て
後
こ
そ　

悔
い
に
は
あ
り
と
云
へ 

〔
四
・
六
七
四
〕

　

第
二
句
・
第
三
句
は
、「（
相
手
は
二
人
の
仲
に
つ
い
て
）
あ
と
さ
き
の
こ
と
を
考
え
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
が
」
の
意

で
あ
る
。
第
三
句
が
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
で
あ
れ
ば
、「
通
ひ
は
行
け
ど
（
去
来
者
行
跡
）
…
」〔
四
・
四
八
五
〕
の
よ
う
に
、「
…
は
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…
…
ど
」
と
い
う
形
式
で
逆
接
を
強
調
し
た
句
と
な
る
。
こ
の
訓
は
古
写
本
に
見
え
る
も
の
だ
か
ら
、
中
古
及
び
そ
れ
以
降
の
表
現
と
し

て
大
き
い
違
和
感
を
伴
わ
な
い
も
の
か
、
違
和
感
の
ま
っ
た
く
な
い
も
の
か
、
の
ど
ち
ら
か
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
上
代
の
文
献

に
は
、
同
じ
動
詞
の
間
に
「
は
」
が
あ
る
構
文
の
例
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
は
」
が
介
入
し
な
い
、「
雖ゆ

き

行ゆ
け

往ど

」〔
十
六
・
三

八
五
七
〕
と
い
っ
た
反
復
形
式
な
ら
ば
例
が
あ
る
。

　

一
方
、「
言こ

と

は
云
へ
ど
」
で
あ
れ
ば
、「
言
を
云
ふ
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
を
逆
接
の
表
現
に
仕
立
て
た
句
と
な
る
。
既
出
の
「
言こ

と

の
み
を
堅か

た

く
云い

ひ
つ
つ
…
」
や
、『
古
事
記
』
の
「
許こ

登と

を
こ
そ
菅
原
と
伊い

波は

め
…
」〔
記
六
四
〕
や
、「
事こ

と

清
く
い
た
も
莫な

い

言ひ
そ

」〔
四
・
五

三
七
〕
な
ど
、「
言
を
云
ふ
」
と
単
純
化
し
う
る
表
現
が
い
く
つ
か
あ
る
。
だ
か
ら
、
11
の
第
三
句
を
「
言
は
云
へ
ど
」
と
訓
じ
る
こ
と

は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
【
最
後
に
例
示
し
た
「
事
清
く
…
」
の
「
事
」
は
、「
言
」
に
あ
て
た
借
訓
字
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
の
「
事
」

と
「
言
」
と
は
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
】。

　

本
稿
の
目
的
は
、
上
代
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
視
点
に
立
っ
て
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
と
「
言
は

云
へ
ど
」
の
両
訓
を
見
て
み
る
。「
言
は
云
へ
ど
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
だ
と
い
う
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
実
は
「
云
ひ

は
云
へ
ど
」
も
ま
た
そ
の
一
例
だ
と
見
な
し
う
る
。
そ
れ
は
、
時
代
的
な
変
化
が
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
と
「
言
は
云
へ
ど
」
と
の
関
係
に

想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
言
を
云
ふ
」
の
目
的
語
で
あ
る
「
言
」
と
、「
云
ふ
」
を
連
用
形
名
詞
に
し
た
「
云
ひ
」
と
は
、

意
味
的
に
も
文
法
的
に
も
ほ
ぼ
等
価
で
あ
り
、
目
的
語
と
し
て
互
換
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
11
の
第
三
句
に

限
ら
ず
、「
言
を
云
ふ
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
の
目
的
語
に
、「
云
ひ
」
か
ら
「
言
」
へ
と
い
う
時
代
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
可
能
性

が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
可
能
性
を
増
大
さ
せ
る
も
の
に
、「
寝
」
を
用
い
た
同
族
目
的
語
構
文
の
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
寝
」
に
接
頭
辞
の
「
さ
」
が
付

い
た
表
現
で
あ
り
、『
古
事
記
』
の
次
の
歌
謡
に
見
え
る
。
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12　

う
る
は
し
と　

佐さ

泥ね

斯し

佐さ

泥ね

弖て

婆ば　

苅か
り

薦こ
も

の　

乱み
だ

れ
ば
乱
れ　

佐さ

泥ね

斯し

佐さ

泥ね

弖て

婆ば 

〔
記
七
九
〕

　

第
二
句
と
第
五
句
に
、
同
じ
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
い
う
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
両
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
第
一
の
「
さ
寝
」
に

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
注
釈
に
名
詞
だ
と
解
説
し
て
あ
る
。
現
に
、「
佐さ

祢ね

に
吾
は
行
く
」〔
十
四
・
三
三
六
六
〕
の
「
さ
寝
」
の
よ
う

に
、「
さ
寝
」
と
い
う
連
用
形
名
詞
が
あ
っ
た
。

　

一
方
、「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
「
さ
寝
」
が
、
と
も
に
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。

と
い
う
の
は
、
動
詞
の
機
能
を
も
つ
同
じ
語
を
、
助
詞
を
介
し
て
重
ね
、
そ
れ
を
強
調
表
現
に
仕
立
て
た
例
は
、
上
代
語
に
は
見
あ
た
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
動
詞
の
連
用
形
を
反
復
し
、
そ
れ
に
「
て
」
を
付
し
た
「
住
み
住
み
て
」「
行
き
行
き
て
」
な
ど
と
い
っ
た
表

現
は
十
例
ほ
ど
あ
る
が
、「
住
み
し9

住
み
て
…
」「
行
き
を9

行
き
て
…
」
の
よ
う
に
助
詞
を
含
む
反
復
形
式
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

助
詞
「
し
」
が
間
に
あ
る
12
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
の
場
合
、
第
一
の
「
さ
寝
」
は
名
詞
だ
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、「
さ
寝
し

さ
寝
て
ば
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
と
一
般
的
な
「
眠い

を
寝ぬ

」
と
を
見
比
べ
れ
ば
、
第
一
の
「
さ
寝
」
と
「
眠
」
と
は
目
的
語
と
し
て
構
文
的

に
等
価
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
11
の
「
言
歯は

五い
十
戸へ

ど常
」
を
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
と
訓
じ
た
場
合
の
「
云
ひ
」
と
、
一
般
的
な
「
言
を
云

ふ
」
の
「
言
」
と
が
構
文
的
に
等
価
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
さ
寝
」
と
「
眠
」
と
に
つ
い
て
も
、
両
者
の
間
に
同
種
の

時
代
的
な
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

し
か
し
、
12
の
「
さ
寝
し
さ
寝
て
ば
」
が
11
の
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
の
類
例
だ
と
言
え
る
の
は
、
11
の
本
文
で
あ
る
「
言
歯は

五い
十
戸へ

常ど

」
を
、「
云
ひ
は
云
へ
ど
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
と
し
て
訓
じ
た
場
合
で
あ
る
。
同
構
文
の
あ
り
か
た
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
、
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そ
の
本
文
を
「
云
ひ
は
云
へ
ど
」「
言
は
云
へ
ど
」
の
ど
ち
ら
に
訓
じ
る
の
が
適
切
か
、
明
確
な
判
断
を
下
し
え
な
い
。

　

こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、「
思
ふ
」
を
用
い
た
「
心
を
思
ふ
」
と
い
う
同
族
目
的
語
構
文
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
心
」

の
部
分
に
、
よ
り
古
い
時
代
に
は
「
思
ひ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る）

7
（

。

　

同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
表
現
を
用
い
よ
う
と
す
る
場
合
、
他
動
詞
と
き
わ
め
て
近
い
意
味
を
も
つ
目
的
語
を
提
示
す
る
に
は
、
と

り
あ
え
ず
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
一
つ
の
方
法
は
、
他
動
詞
「
云
ふ
」「
さ
寝ぬ

」「
思
ふ
」
の
連
用
形
名
詞
で
あ
る
「
云
ひ
」「
さ
寝ね

」

「
思
ひ
」
を
、
そ
の
ま
ま
目
的
語
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
そ
れ
ら
の
連
用
形
名
詞
に
な
る
べ
く
近
い
意
味

を
も
つ
、
本
来
の
名
詞
が
ほ
か
に
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
選
ん
で
目
的
語
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
方
法
の
う
ち
、
他
動
詞
と
同

じ
動
詞
の
連
用
形
名
詞
を
用
い
る
方
が
、
単
純
で
容
易
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
確
実
で
も
あ
る
。
一
方
、
他
動
詞
に
近
い
意
味
を
も
つ
、

本
来
の
名
詞
を
選
ん
で
用
い
よ
う
と
し
て
も
、
実
際
に
は
適
切
な
名
詞
が
存
在
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
か
ら
、
こ
ち
ら
は
方
法
と
し
て

確
実
性
に
欠
け
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
近
く
に
、
同
族
目
的
語
構
文
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、『
萬
葉
集
』
の
「
八や

尺さ
か

の
嘆
き
（
を
）
嘆
け
ど
も
…
」
と
い
う
例

を
あ
げ
た
。
こ
の
「
…
の
嘆
き
（
を
）
嘆
く
」
と
い
う
例
の
場
合
、「
嘆
き
」
に
近
い
意
味
の
名
詞
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
目
的
語
と
し
て
用

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
代
語
を
広
く
見
渡
し
て
み
て
も
、「
嘆
き
」
に
近
い
意
味
を
表
す
本
来
の
名
詞
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
使

ひ
を
遣
は
す
」
の
「
使
ひ
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
連
用
形
名
詞
を
用
い
る
し
か
方
法
は
な
い
。

六

　
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
秋
無
き
時
や
咲
か
ざ
ら
ん
」〔
五
・
二
六
八
〕
と
い
う
例
が
あ
り
、
同
じ
「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
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…
」
は
『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
見
え
る
。
ま
た
、
両
歌
集
に
は
「
恋
を
し
恋
ひ
ば
…
」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、「
恋

を
し
恋
ひ
ば
…
」
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
だ
と
言
え
る
が
、「
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
…
」
は
同
構
文
の
例
で
は
な
い
。
強
調
の
た
め
に
同
じ

動
詞
を
反
復
し
た
形
式
で
あ
り
、「
し
っ
か
り
と
」「
い
ち
ず
に
」
な
ど
の
意
を
添
え
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る

強
調
表
現
は
、『
古
今
和
歌
集
』
だ
け
で
も
「
会
ひ
に
会
ひ
て
」「
吹
き
と
吹
き
ぬ
る
」「
し
ぐ
れ
し
ぐ
れ
て
」「
か
へ
る
が
へ
る
も
」「
間

無
く
時
無
く
」
そ
の
他
、
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
古
の
歌
に
は
、
ま
ざ
ま
な
形
式
で
同
語
・
類
語
を
反
復
し
た
強
調
表
現
が
特
に

好
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

さ
ら
に
現
代
語
の
例
を
探
せ
ば
、
ほ
か
に
「
網
を
編
む
」「
数
を
数
え
る
」「
堀ほ

り

を
掘
る
」「
周ま

わ

り
を
回
る
」
な
ど
も
あ
り
、
ど
れ
も
他
動
詞
と
目

的
語
と
は
同
源
で
あ
る
。

（
2
）　

小
著
『
上
代
日
本
語
構
文
史
論
考
』〔
二
〇
一
六
年
、
お
う
ふ
う
〕
の
第
Ⅰ
部
第
一
章
。
た
だ
し
、
以
下
に
言
及
す
る
「
声
（
を
）
呼
ぶ
」「
形
見

を
見
る
」「
香
を
嗅
ぐ
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

（
3
）　

前
稿
で
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、「
取
る
」
と
「
手
」、「
見
る
」
と
「
目
」
の
間
に
密
接
な
語
源
上
の
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
古
く
か
ら
あ

る
。
し
か
し
、
同
族
目
的
語
構
文
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
例
に
ま
で
枠
を
広
げ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

（
4
）　
『
萬
葉
集
』
に
三
例
あ
る
「
手
握
る
」
に
つ
い
て
、
要
点
だ
け
を
述
べ
て
お
く
。
こ
の
表
現
に
は
二
種
の
意
味
が
あ
る
。

　

ａ　

面お
も

忘わ
す

れ　

だ
に
も
え
す
や
と　

手た
に
ぎ
り握

而て　

打
て
ど
も
懲
り
ず　

恋
と
い
ふ
奴や

つ
こ

　

 

〔
十
一
・
二
五
七
四
〕

　

ｂ　

剣つ
る
ぎ
た大

刀ち　

腰
に
取
り
佩は

き　

さ
つ
弓
を　

多た

尓に

伎ぎ

利り

物も

知ち

提て　

赤
駒
に　

倭し

文つ

鞍く
ら

う
ち
置
き
… 

〔
五
・
八
〇
四
〕

　

前
の
歌
は
、「
拳こ

ぶ
しを

作
っ
て
打
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恋
と
い
う
奴
は
懲
り
ず
に
自
分
を
苦
し
め
る
」
と
言
っ
て
、
恋
の
苦
し
さ
を
訴
え
た
も

の
で
あ
る
。
あ
と
の
歌
は
、「
剣
太
刀
を
腰
に
帯
び
、
猟
に
用
い
る
弓
を
握
り
持
っ
て
…
」
と
述
べ
て
、
若
者
の
勇
ま
し
い
姿
を
描
写
し
た
も
の
で

あ
る
。
残
る
一
例
の
「
手
握
る
」
は
、
ｂ
と
同
じ
く
弓
を
手
に
持
つ
意
の
「
手
握
り
持
つ
」
と
い
う
例
で
あ
る
。



上
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
考
す
る
（
佐
佐
木
） 

一
〇
九

　

拳
を
作
る
こ
と
を
さ
す
ａ
の
「
手
握
り
て
」
だ
が
、
現
代
語
の
「
手
（
を
）
握
る
」
は
、
拳
を
作
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
人
と
握
手
す
る
こ
と
、
人

と
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
も
表
す
。
一
方
、「
手
握
り
持
ち
て
」
と
い
う
、
連
接
動
詞
を
含
む
ｂ
の
表
現
は
、
手
で
物
を
握
っ
て
持
つ
こ
と
を
さ

す
。

　

拳
を
作
る
こ
と
は
、
現
代
語
で
も
「
手
を
握
る
」
と
言
う
の
に
対
し
、
物
を
手
に
収
め
て
し
っ
か
り
持
つ
と
い
う
場
合
に
は
、「
握
る
」
だ
け
で

十
分
で
あ
り
「
手
」
を
伴
わ
な
い
。

（
5
）　

5
の
歌
の
「
君
を
言
問
は
じ
か
も
」
と
い
う
部
分
は
、
一
つ
の
他
動
詞
が
二
種
の
目
的
語
を
伴
う
表
現
の
一
例
か
も
知
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
君
を
言
（
を
）
問
は
じ
か
も
」
と
い
う
構
文
の
も
の
だ
が
、
二
つ
め
の
「
を
」
は
原
則
と
し
て
省
略
さ
れ
る
と
い
う
、
上
代
語
の
表
現
の
あ
り
か

た
に
一
致
す
る
。
し
か
し
、
当
時
の
「
言
問
ふ
」
は
、
注
（
6
）
に
述
べ
る
よ
う
に
既
に
複
合
語
化
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
つ
の
他
動
詞
が

二
種
の
目
的
語
を
伴
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
注
（
2
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
二
章
で
検
討
し
た
。

（
6
）　

た
だ
し
、『
萬
葉
集
』
に
も
、
助
詞
の
「
を
」
が
間
に
あ
る
形
式
の
「
言
を
問
ふ
」
は
な
く
、
実
際
に
例
が
あ
る
の
は
「
…
を
言
問
ふ
」「
…
に
言

問
ふ
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
注
（
2
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
二
章
で
、「
言
問
ふ
」
は
既
に
意
味
的
に
緊
密
に
結
び
付

き
、
複
合
語
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
私
見
を
述
べ
た
。

（
7
）　

た
だ
し
、
連
用
形
名
詞
の
「
思
ひ
」
を
用
い
た
同
族
目
的
語
構
文
の
場
合
は
、
動
詞
の
反
復
に
よ
る
単
な
る
強
調
表
現
と
識
別
す
る
こ
と
が
難
し

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。

 

（
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