




－ 94 －（1）

　
　
　

一
　
は
じ
め
に

　

一
般
に
上
代
語
に
お
け
る
終
助
詞
の
「
や
」
は
、
文
末
に
お
い
て
終
止

形
・
已
然
形
な
ど
の
活
用
語
に
下
接
し
、
詠
嘆
的
な
疑
問
表
現
や
反
語
表

現
を
形
成
す
る
。
万
葉
集
に
は
こ
の
よ
う
な
形
式
に
よ
る
例
が
二
六
〇
例

程
（
助
詞
「
や
」
全
体
の
約
四
三
％
）
観
察
さ
れ
、
奈
良
時
代
に
は
す
で

に
疑
問
・
反
語
の
意
を
表
す
終
助
詞
と
し
て
の
用
法
が
安
定
的
な
地
位
を

獲
得
し
広
く
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
集
中
に
は
こ
の
よ

う
な
形
式
を
と
ら
ず
、文
末
に
お
い
て
非
活
用
語
に
下
接
す
る
助
詞
「
や
」

が
若
干
例
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
や
」
は
、
文
末
に
位
置
す
る
助

詞
「
や
」
全
体
の
僅
か
三
％
程
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
上
代
に
お
け

る
助
詞
「
や
」
の
本
質
的
な
性
格
を
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
異
型

と
も
見
え
る
特
殊
な
形
式
を
と
る
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
特
徴
や
特
性
と

と
も
に
、
助
詞
「
や
」
全
体
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
が
求
め
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
文
末
に
位
置
す
る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
活
用

語
の
終
止
形
や
已
然
形
に
下
接
す
る
終
助
詞
と
も
、
文
中
に
用
い
ら
れ
る

間
投
助
詞
と
も
異
な
る
様
相
を
呈
し
１
、
各
注
釈
書
類
で
も
終
助
詞
、
間

投
助
詞
の
い
ず
れ
と
す
る
か
そ
の
説
明
に
揺
れ
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
「
や
」
に
は
疑
問
・
反
語
な
ど
の
意
も
希
薄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

い
ま
だ
間
投
助
詞
的
な
性
格
が
強
く
、
助
詞
「
や
」
本
来
の
意
味
的
性
格

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
形
式
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
諸
例
の
様
相
は
い
ま
だ
詳
ら
か
で
な
く
、
ま
た
疑
問
・
反
語
表
現
を

形
成
す
る
助
詞
「
や
」
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が
多
い
。

　

以
下
、
文
末
に
お
い
て
非
活
用
語
に
下
接
す
る
助
詞
「
や
」
の
諸
例
を

形
式
ご
と
に
整
理
し
、
そ
の
在
り
様
を
観
察
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

諸
例
に
お
け
る
助
詞
「
や
」
の
文
法
的
特
徴
や
意
味
的
特
性
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
２
。

　
　
　

二
　
助
詞
に
下
接
す
る
文
末
助
詞
「
や
」

　

文
末
に
位
置
し
て
非
活
用
語
に
下
接
す
る
助
詞
「
や
」
は
、
上
接
す
る

品
詞
に
よ
り
次
の
三
形
式
に
分
類
さ
れ
る
。

　
（
イ
） 

〜
助
詞
＋
ヤ
。

　
　『
万
葉
集
』
に
み
る
非
活
用
語
に
下
接
す
る
文
末
助
詞
「
や
」

堀 

尾 

香
代
子　
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（
ロ
） 

〜
副
詞
＋
ヤ
。

　
（
ハ
） 

〜
形
容
詞
の
語
幹
＋
ヤ
。

こ
の
う
ち
助
詞
に
下
接
す
る
（
イ
）
は
集
中
に
五
例
が
見
え
る
３
。

（
１
） 

天
飛
ぶ
や
鳥
に
も
が
も
や
（
夜
）
都
ま
で
送
り
ま
を
し
て
飛
び

帰
る
も
の
（
巻
五
、八
七
六
番
）

（
２
） 
父
母
も
花
に
も
が
も
や
（
夜
）
草
枕
旅
は
行
く
と
も
捧
ご
て
行

か
む
（
巻
二
十
、四
三
二
五
番
、
丈
部
黒
当
）

（
３
） 

母
刀
自
も
玉
に
も
が
も
や
（
夜
）
戴
き
て
み
づ
ら
の
中
に
合
へ

巻
か
ま
く
も
（
巻
二
十
、四
三
七
七
番
、
津
守
小
黒
栖
）

　
（
１
）
〜
（
３
）
は
助
詞
「
や
」
が
助
詞
「
も
が
も
」
に
下
接
す
る
例

で
あ
る
。「
も
が
（
も
）」
は
「
前
の
語
の
表
す
内
容
の
実
現
を
願
望
す
る

意
味
を
表
す
４
」
助
詞
で
、
一
般
に
「
〜
で
あ
れ
ば
よ
い
、
〜
で
あ
っ
て

ほ
し
い
」
な
ど
の
口
訳
が
施
さ
れ
る
願
望
の
終
助
詞
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に

下
接
す
る
助
詞
「
や
」
は
、
上
接
す
る
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
の
願

望
の
気
持
ち
に
感
動
や
詠
嘆
な
ど
の
心
情
を
添
え
る
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
そ
こ
に
疑
問
的
な
意
は
看
守
さ
れ
な
い
。
間
投
助
詞
と
い
う
分
類
・

呼
称
の
創
案
者
で
あ
る
山
田
孝
雄
氏
は
、
終
助
詞
の
機
能
に
つ
い
て
「
こ

れ
が
附
属
す
る
に
よ
り
て
陳
述
が
完
結
す
る
も
の
に
し
て
之
を
除
き
去
る

時
は
文
の
精
神
を
変
ず
る
こ
と
あ
る
も
の
な
り
。
こ
の
点
に
於
い
て
も
次

の
間
投
助
詞
と
大
に
異
な
る
点
あ
る
な
り
５
」と
述
べ
る
が
、（
１
）〜（
３
）

の
「
も
が
も
」
が
文
の
伝
達
意
図
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
情
報
で
文
の

成
立
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
に
下
接
す

る
文
末
の
「
や
」
は
、
文
の
表
現
内
容
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
必
要
不
可

欠
な
情
報
で
は
な
く
、
す
で
に
成
立
し
た
文
（「
〜
も
が
も
」
に
よ
る
願

望
文
）
に
下
接
し
、
こ
れ
に
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
感
動
や
詠
嘆
な
ど

の
気
持
ち
を
添
え
て
い
る
。「
も
が
も
」
は
文
の
表
現
内
容
に
直
接
関
係

す
る
要
素
（
文
の
種
類
を
決
定
付
け
る
要
素
）
で
あ
る
が
ゆ
え
、
こ
れ
を

取
り
除
け
ば
一
文
よ
り
願
望
の
意
は
消
失
し
、
伝
達
意
図
そ
の
も
の
が
大

き
く
変
化
す
る
が
、
助
詞
「
や
」
は
一
文
よ
り
こ
れ
を
取
り
除
い
て
も
文

の
伝
達
意
図
そ
の
も
の
は
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
点
で
こ

の
例
に
お
け
る
「
や
」
は
間
投
助
詞
的
性
格
が
強
い
と
言
え
る
。
こ
の
場

合
、助
詞
「
や
」
が
対
象
と
す
る
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
の
願
望
は
、

（
１
）「
鳥
で
で
も
あ
り
た
い
」（
２
）「
父
母
が
花
で
で
も
あ
れ
ば
よ
い
」（
３
）

「
母
上
が
玉
で
で
も
あ
れ
ば
よ
い
」
の
よ
う
に
非
現
実
的
な
願
望
で
あ
る
。

む
ろ
ん
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
も
実
現
不
可
能
な
事
柄
と
認
識
し
た

う
え
で
こ
れ
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
願
望
は

嘆
息
に
も
似
た
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
詠
嘆
「
や
」
で
包
み
込

ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
嘆
息
に
も
似
た
詠
嘆
は
他
者
に
向
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
に
向
け
ら
れ

た
独
語
的
な
詠
嘆
表
現
と
も
見
え
る
。

　
（
４
）
は
、「
〜
見
て
も
（「
〜
見
て
む
」
に
同
じ
）」
と
い
う
意
思
表
現

に
「
も
や
」
が
下
接
し
て
い
る
例
で
あ
る
。

（
４
） 

白
玉
を
手
に
取
り
持
し
て
見
る
の
す
も
家
な
る
妹
を
ま
た
見
て

も
も
や
（
也
）（
巻
二
十
、四
四
一
五
番
、
物
部
歳
徳
）

　
「
〜
見
て
も
」
と
い
う
す
で
に
成
立
し
た
文
に
「
も
や
」
が
添
加
し
、

話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
の
願
望
に
も
通
じ
る
意
思
を
「
や
」
に
よ
る

（2）
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感
動
や
詠
嘆
な
ど
の
気
持
ち
で
包
み
込
む
点
、
ま
た
、
一
文
よ
り
こ
れ
を

取
り
除
い
て
も
文
の
伝
達
意
図
そ
の
も
の
は
大
き
く
変
化
し
な
い
点
な
ど

は
、　
（
１
）
〜
（
３
）
と
同
様
で
、
こ
の
例
に
お
け
る
助
詞
「
や
」
も
間

投
助
詞
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
梅
原
恭
則
氏
は
「
間
投
助
詞
の

意
味
に
共
通
す
る
の
は
、
話
し
手
か
ら
聞
き
手
へ
の
表
現
の
持
ち
か
け
と

い
う
性
質
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
出
現
位
置
に
つ
い
て
は
「
表
現
の
聞
き

手
へ
の
持
ち
か
け
は
、
文
表
現
に
お
い
て
は
最
も
外
側
の
最
終
的
な
働
き

だ
か
ら
、
間
投
助
詞
は
、
ど
の
よ
う
な
成
分
に
下
接
す
る
時
に
も
最
後
尾

に
位
置
す
る
の
で
あ
る
６
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、（
４
）
の
「
や
」
は
す

で
に
成
立
し
た
文
（
意
思
表
現
）
の
外
側
に
位
置
し
て
、
こ
れ
を
持
ち
掛

け
る
役
割
を
果
た
す
が
ゆ
え
に
、
助
詞
「
も
」
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
に

な
る
７
。
こ
の
歌
は
武
蔵
の
国
の
防
人
歌
で
あ
り
、
旅
先
の
途
上
で
家
の

妻
に
思
い
を
馳
せ
詠
じ
た
も
の
と
目
さ
れ
る
が
、「
家
な
る
妹
を
ま
た
見

て
も
」
と
い
う
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
思
い
の
底
に
は
、
再
会
が
不
可

能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
底
流
し
て
お
り
、
そ
の
事
柄
の

実
現
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
不
明
瞭
か
つ
不
確
か
な
事
柄
で

あ
る
。
こ
の
場
合
「
も
や
」
は
、
実
現
へ
の
不
明
瞭
さ
や
不
確
か
さ
を
根

底
に
す
る
願
望
に
も
通
じ
る
自
ら
の
切
実
な
意
思
を
嘆
息
す
る
よ
う
な
気

息
を
も
っ
て
慨
嘆
す
る
助
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
詠
嘆
は
同
じ

く
他
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自

身
に
向
け
ら
れ
た
独
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。

　

同
じ
ヤ
行
に
属
す
る
間
投
助
詞
に
は
他
に
「
よ
」「
ゑ
」
が
あ
る
が
、

と
り
わ
け
助
詞
に
「
や
」
が
下
接
す
る
（
イ
）
の
タ
イ
プ
の
（
１
）
〜
（
４
）

に
は
、次
例
に
み
る
よ
う
に
間
投
助
詞
「
よ
」
と
の
交
替
例
が
散
見
さ
れ
、

本
来
「
や
」
と
「
よ
」
が
か
な
り
近
い
位
置
に
あ
っ
た
助
詞
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

（
５
） 

妹
が
寝
る
床
の
あ
た
り
に
岩
ぐ
く
る
水
に
も
が
も
よ
（
与
）
入

り
て
寝
ま
く
も
（
巻
十
四
、三
五
五
四
番
）

（
６
） 

足
柄
の
安
伎
奈
の
山
に
引
こ
舟
の
後
引
か
し
も
よ
（
与
）
こ
こ

ば
児
が
た
に
（
巻
十
四
、三
四
三
一
番
）

（
７
） 

伊
香
保
ろ
の
沿
ひ
の
榛
原
我
が
衣
に
着
き
宜
し
も
よ
（
与
）
ひ

た
へ
と
思
へ
ば
（
巻
十
四
、三
四
三
五
番
）

（
８
） 

お
し
て
否
と
稲
は
搗
か
ね
ど
波
の
ほ
の
い
た
ぶ
ら
し
も
よ
（
与
）

昨
夜
ひ
と
り
寝
て
（
巻
十
四
、三
五
五
〇
番
）

　

一
般
に
助
詞
「
よ
」
は
「
相
手
に
確
認
し
た
り
念
を
押
し
た
り
す
る
気

持
ち
を
示
す
８
」間
投
助
詞
と
さ
れ
る
。（
５
）は
願
望
の
終
助
詞「
も
が
も
」

に
助
詞
「
よ
」
が
下
接
し
て
い
る
。（
５
）「
妹
が
寝
る
床
の
あ
た
り
に
岩

ぐ
く
る
水
に
も
が
も
」は
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、妹
の
床
の
あ
た
り
に
入
っ

て
寝
た
い
と
い
う
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
こ
の
願
望
は
実
現
が
不
可
能

な
非
現
実
的
な
願
望
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
現
が
強
く
期
待
さ
れ
る
事
柄

で
あ
ろ
う
。
助
詞
「
よ
」
は
実
現
に
対
す
る
期
待
を
込
め
、
聞
き
手
で
あ

る
「
妹
」
に
自
ら
の
願
望
を
積
極
的
に
訴
え
掛
け
、
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
よ

う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
願
望
表
現

で
あ
る
以
上
そ
れ
は
い
ま
だ
未
実
現
の
事
柄
で
あ
り
、
事
柄
の
実
現
は
不

明
瞭
か
つ
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は（
１
）〜（
３
）と（
５
）

と
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、（
５
）
の
「
よ
」
は
上
接
で
述
べ
た
願
望

（3）
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感
動
や
詠
嘆
な
ど
の
気
持
ち
で
包
み
込
む
点
、
ま
た
、
一
文
よ
り
こ
れ
を

取
り
除
い
て
も
文
の
伝
達
意
図
そ
の
も
の
は
大
き
く
変
化
し
な
い
点
な
ど

は
、　
（
１
）
〜
（
３
）
と
同
様
で
、
こ
の
例
に
お
け
る
助
詞
「
や
」
も
間

投
助
詞
的
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。
梅
原
恭
則
氏
は
「
間
投
助
詞
の

意
味
に
共
通
す
る
の
は
、
話
し
手
か
ら
聞
き
手
へ
の
表
現
の
持
ち
か
け
と

い
う
性
質
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
出
現
位
置
に
つ
い
て
は
「
表
現
の
聞
き

手
へ
の
持
ち
か
け
は
、
文
表
現
に
お
い
て
は
最
も
外
側
の
最
終
的
な
働
き

だ
か
ら
、
間
投
助
詞
は
、
ど
の
よ
う
な
成
分
に
下
接
す
る
時
に
も
最
後
尾

に
位
置
す
る
の
で
あ
る
６
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、（
４
）
の
「
や
」
は
す

で
に
成
立
し
た
文
（
意
思
表
現
）
の
外
側
に
位
置
し
て
、
こ
れ
を
持
ち
掛

け
る
役
割
を
果
た
す
が
ゆ
え
に
、
助
詞
「
も
」
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
に

な
る
７
。
こ
の
歌
は
武
蔵
の
国
の
防
人
歌
で
あ
り
、
旅
先
の
途
上
で
家
の

妻
に
思
い
を
馳
せ
詠
じ
た
も
の
と
目
さ
れ
る
が
、「
家
な
る
妹
を
ま
た
見

て
も
」
と
い
う
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
思
い
の
底
に
は
、
再
会
が
不
可

能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
底
流
し
て
お
り
、
そ
の
事
柄
の

実
現
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
不
明
瞭
か
つ
不
確
か
な
事
柄
で

あ
る
。
こ
の
場
合
「
も
や
」
は
、
実
現
へ
の
不
明
瞭
さ
や
不
確
か
さ
を
根

底
に
す
る
願
望
に
も
通
じ
る
自
ら
の
切
実
な
意
思
を
嘆
息
す
る
よ
う
な
気

息
を
も
っ
て
慨
嘆
す
る
助
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
詠
嘆
は
同
じ

く
他
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自

身
に
向
け
ら
れ
た
独
語
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て
い
る
。

　

同
じ
ヤ
行
に
属
す
る
間
投
助
詞
に
は
他
に
「
よ
」「
ゑ
」
が
あ
る
が
、

と
り
わ
け
助
詞
に
「
や
」
が
下
接
す
る
（
イ
）
の
タ
イ
プ
の
（
１
）
〜
（
４
）

に
は
、次
例
に
み
る
よ
う
に
間
投
助
詞
「
よ
」
と
の
交
替
例
が
散
見
さ
れ
、

本
来
「
や
」
と
「
よ
」
が
か
な
り
近
い
位
置
に
あ
っ
た
助
詞
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

（
５
） 

妹
が
寝
る
床
の
あ
た
り
に
岩
ぐ
く
る
水
に
も
が
も
よ
（
与
）
入

り
て
寝
ま
く
も
（
巻
十
四
、三
五
五
四
番
）

（
６
） 

足
柄
の
安
伎
奈
の
山
に
引
こ
舟
の
後
引
か
し
も
よ
（
与
）
こ
こ

ば
児
が
た
に
（
巻
十
四
、三
四
三
一
番
）

（
７
） 

伊
香
保
ろ
の
沿
ひ
の
榛
原
我
が
衣
に
着
き
宜
し
も
よ
（
与
）
ひ

た
へ
と
思
へ
ば
（
巻
十
四
、三
四
三
五
番
）

（
８
） 

お
し
て
否
と
稲
は
搗
か
ね
ど
波
の
ほ
の
い
た
ぶ
ら
し
も
よ
（
与
）

昨
夜
ひ
と
り
寝
て
（
巻
十
四
、三
五
五
〇
番
）

　

一
般
に
助
詞
「
よ
」
は
「
相
手
に
確
認
し
た
り
念
を
押
し
た
り
す
る
気

持
ち
を
示
す
８
」間
投
助
詞
と
さ
れ
る
。（
５
）は
願
望
の
終
助
詞「
も
が
も
」

に
助
詞
「
よ
」
が
下
接
し
て
い
る
。（
５
）「
妹
が
寝
る
床
の
あ
た
り
に
岩

ぐ
く
る
水
に
も
が
も
」は
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、妹
の
床
の
あ
た
り
に
入
っ

て
寝
た
い
と
い
う
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
こ
の
願
望
は
実
現
が
不
可
能

な
非
現
実
的
な
願
望
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
現
が
強
く
期
待
さ
れ
る
事
柄

で
あ
ろ
う
。
助
詞
「
よ
」
は
実
現
に
対
す
る
期
待
を
込
め
、
聞
き
手
で
あ

る
「
妹
」
に
自
ら
の
願
望
を
積
極
的
に
訴
え
掛
け
、
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
よ

う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
た
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
願
望
表
現

で
あ
る
以
上
そ
れ
は
い
ま
だ
未
実
現
の
事
柄
で
あ
り
、
事
柄
の
実
現
は
不

明
瞭
か
つ
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は（
１
）〜（
３
）と（
５
）

と
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、（
５
）
の
「
よ
」
は
上
接
で
述
べ
た
願
望

（3）
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の
実
現
に
向
け
て
積
極
的
に
聞
き
手
に
投
げ
掛
け
、
働
き
掛
け
る
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
の
に
対
し
、（
１
）
〜
（
３
）
の
「
や
」
は
上
接

で
述
べ
た
願
望
を
実
現
不
可
能
な
事
柄
と
認
識
し
つ
つ
、
こ
れ
を
話
し
手

（
言
語
主
体
）
自
身
に
向
け
て
嘆
息
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て

慨
嘆
す
る
点
で
両
助
詞
の
意
味
的
性
格
は
異
な
る
。

　
（
６
）〜（
８
）は
助
詞「
も
」に「
よ
」が
下
接
す
る
例
で
あ
る
。（
７
）「
我

が
衣
に
着
き
宜
し（
わ
た
し
の
衣
に
よ
く
染
ま
り
つ
く
）」は
比
喩
表
現
で
、

二
人
の
相
性
が
良
い
こ
と
表
す
。（
６
）
の
「
後
引
か
し
（
後
髪
を
引
か

れ
る
思
い
が
す
る
）」（
８
）「
い
た
ぶ
ら
し
（
気
持
ち
が
動
揺
し
て
静
か

で
な
い
）」
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
が
抱
く
率
直
な
思
い
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
「
も
よ
」
が
下
接
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
例
は
い
ず
れ
も
後

続
に
（
７
）「
ひ
た
へ
と
思
へ
ば
（
一
途
に
思
っ
て
い
る
の
で
）」（
６
）「
児

が
た
に
（
あ
の
子
の
た
め
に
）」（
８
）「
昨
夜
ひ
と
り
寝
て
」
な
ど
、「
も

よ
」
に
上
接
す
る
思
い
や
そ
の
よ
う
な
感
情
を
抱
く
に
至
っ
た
理
由
や
原

因
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
助
詞
「
よ
」
は
自
身
の
心
情
や
現
状
の
理
解
を

求
め
、
聞
き
手
に
念
を
押
し
つ
つ
強
く
訴
え
掛
け
る
気
持
ち
を
表
す
助
詞

で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
感
情
や
思
い
の
前
提
と
な
る
根
拠
や
理
由
の
積
極

的
な
明
示
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
９
。

　

し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
終
助
詞
・
係
助
詞
の
「
や
」
に
も
呼
び

掛
け
対
象
と
な
る
人
名
詞
に
下
接
す
る
例
（「
人
名
詞
＋
ヤ
」）
や
、
動
詞

「
問
ふ
」
と
共
起
す
る
例
（「
〜
ヤ
と
問
ふ
」）
な
ど
、
対
・
聞
き
手
性
や

対
・
問
い
掛
け
性
の
強
さ
を
徴
表
す
る
言
語
事
象
が
散
見
さ
れ
、
そ
れ
ら

の
事
象
は
助
詞
「
か
」
に
は
認
め
ら
れ
な
い
「
や
」
特
有
の
意
味
的
個
性

を
反
映
す
る
言
語
事
象
と
見
做
さ
れ
る

10
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
特
性
は
、

元
来
係
助
詞
や
終
助
詞
の
「
や
」
が
「
聞
き
手
へ
の
表
現
の
持
ち
か
け
」

と
い
う
本
質
的
機
能
を
も
つ
間
投
助
詞
に
由
来
す
る
こ
と
の
表
徴
で
も
あ

る
。
実
際
「
や
」
に
は
右
例
の
よ
う
に
相
手
意
識
の
強
い
間
投
助
詞
「
よ
」

と
の
交
替
例
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
と
近
い
位
置
に
あ
っ
た
助
詞
と

推
察
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
集
中
に
現
れ
る
文
末
の
「
〜
助
詞
＋
ヤ
」

の
「
や
」
に
は
、「
よ
」
に
み
ら
れ
る
ほ
ど
の
聞
き
手
へ
の
念
押
し
や
確

認
な
ど
の
強
い
問
い
掛
け
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
話
し
手
（
言
語

主
体
）
自
身
の
嘆
息
に
も
似
た
慨
嘆
の
気
持
ち
を
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
も
っ
て
自
ら
に
向
け
詠
嘆
す
る
よ
う
な
性
格
を
も
つ

11
。

　

即
ち
、
間
投
助
詞
は
本
質
的
に
「
表
現
の
持
ち
か
け
」
と
い
う
基
本
機

能
を
も
つ
が
、
集
中
に
お
い
て
文
末
に
現
れ
る
「
や
」
は
「
よ
」
ほ
ど

対
・
聞
き
手
意
識
が
強
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
持
ち
掛
け
対
象
の
自

他
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、「
や
」
が
対
象
と
す
る
事
柄
は
、「
よ
」
が
対
象

と
す
る
よ
う
な
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
自
明
の
事
柄
や
実
現
が

期
待
さ
れ
る
事
柄
で
は
な
く
、
非
現
実
的
な
事
柄
や
実
現
が
不
安
視
さ
れ

る
よ
う
な
不
確
実
性
の
強
い
事
柄
で
あ
る
と
い
う
意
味
的
特
性
も
確
認
さ

れ
る
。

　

疑
問
表
現
と
し
て
の
「
か
」
と
の
比
較
か
ら
は
、「
や
」
の
対
・
聞
き

手
性
や
対
・
問
い
掛
け
性
が
、「
か
」
に
は
認
め
ら
れ
な
い
「
や
」
に
特

有
の
特
性
と
見
做
さ
れ
る
が
、
助
詞
「
よ
」
と
の
比
較
か
ら
は
「
や
」
が

「
表
現
の
持
ち
か
け
」
と
い
う
基
本
機
能
を
も
つ
間
投
助
詞
の
な
か
で
は

必
ず
し
も
対
・
聞
き
手
性
や
対
・
問
い
掛
け
性
の
強
い
助
詞
で
は
な
い
こ

（4）
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と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
対
・
聞
き
手
性
や
対
・
問
い
掛
け
性
の
弱
さ

が
、
間
投
助
詞
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
助
詞
「
や
」
が
詠
嘆
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
帯
び
る
疑
問
表
現
の
標
識
へ
と
展
開
し
得
た
一
つ
の
要
因
で
も
あ
る

の
で
あ
ろ
う
。

＊

　

次
例
は
「
や
」
が
間
投
助
詞
「
ゑ
」
に
下
接
す
る
例
で
あ
る
。

（
９
） 

世
の
中
は
恋
繁
し
ゑ
や
（
夜
）
か
く
し
あ
ら
ば
梅
の
花
に
も
な

ら
ま
し
も
の
を
（
巻
五
、八
一
九
番
、
大
伴
大
夫
）

　
「
ゑ
」
は
文
中
に
も
文
末
に
も
現
れ
る
助
詞
で
、
文
末
（
句
切
れ
を
含

む
）
に
位
置
す
る
場
合
「
我
は
さ
ぶ
し
ゑ
（
巻
四
、四
八
六
番
）」「
吾

は
苦
し
ゑ
（
日
本
書
紀
歌
謡
、
一
二
六
番
）」「
我
は
待
た
む
ゑ
（
巻

十
四
、三
四
〇
六
番
）」
な
ど
の
よ
う
に
「
文
末
の
活
用
語
の
終
止
形
に
つ

い
て
、
話
し
手
自
身
の
発
言
内
容
を
確
認
す
る
意
を
表
わ
す

12
」
助
詞
と

言
わ
れ
る
。「
ゑ
」
は
文
献
時
代
に
は
す
で
に
勢
力
が
後
退
し
つ
つ
あ
り
、

集
中
に
も
二
八
例
ほ
ど
が
観
察
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
う
ち
「
ゑ
」

単
独
で
使
用
さ
れ
た
例
は
二
例
の
み
で
、
他
は
全
て
他
の
助
詞
と
の
熟
合

形
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

上
代
に
特
有
の
こ
の
助
詞
は
、
と
り
わ
け
助
詞
「
や
」
と
の
熟
合
度
が

高
く
、
二
八
例
中
二
四
例
ま
で
が
「
や
」
と
の
熟
合
形
と
し
て
の
使
用
例

で
、（
９
）
も
そ
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
。（
９
）
に
お
い
て
「
ゑ
や
」
に

上
接
す
る「
世
の
中
は
恋
繁
し
」と
い
う
話
し
手（
言
語
主
体
）の
認
識
は
、

そ
れ
自
体
普
遍
性
を
も
つ
事
柄
で
不
明
瞭
な
点
は
存
し
な
い
が
、
恋
の
苦

痛
や
悲
嘆
を
経
験
し
て
い
る
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
は
望
ま
し

か
ら
ぬ
事
柄
で
あ
り
、「
ゑ
や
」
は
そ
の
よ
う
な
好
ま
し
く
な
い
現
実
を

自
ら
に
向
け
て
確
認
し
つ
つ
、
こ
れ
に
慨
嘆
す
る
よ
う
な
意
を
添
え
て
い

る
。
酒
井
憲
二
氏
が
「
ゑ
」
は
「
自
分
自
身
に
向
か
う
独
語
的
要
素
が
基

本
的
に
あ
る

13
」
と
説
く
よ
う
に
、
こ
の
助
詞
の
対
・
聞
き
手
性
や
問
い

掛
け
性
は
「
や
」
よ
り
も
さ
ら
に
弱
い
。
こ
の
他
「
や
」
と
「
ゑ
」
と
の

熟
合
形
に
は
、
次
例
の
よ
う
な
「
し
ゑ
や
0

0

」
や
、「
よ
し
ゑ
や
0

0

し
」
な
ど

の
例
が
集
中
に
各
六
例
、
一
七
例
み
え
る
。

（
10
） 

春
山
の
あ
し
び
の
花
の
悪
し
か
ら
ぬ
君
に
は
し
ゑ
や
（
思
恵
也
）

寄
そ
る
と
も
よ
し
（
巻
十
、一
九
二
六
番
）

（
11
） 

秋
萩
に
恋
尽
く
さ
じ
と
思
へ
ど
も
し
ゑ
や
（
思
恵
也
）
あ
た
ら

し
ま
た
も
逢
は
め
や
も
（
巻
十
、二
一
二
〇
番
）

（
12
） 

霊
ぢ
は
ふ
神
も
我
を
ば
打
棄
て
こ
そ
し
ゑ
や
（
四
恵
也
）
命
の

惜
し
け
く
も
な
し
（
巻
十
一
、二
六
六
一
番
）

（
13
） 

我
が
背
子
が
来
む
と
語
り
し
夜
は
過
ぎ
ぬ
し
ゑ
や
（
思
咲
八
）

さ
ら
さ
ら
し
こ
り
来
め
や
も
（
巻
十
二
、二
八
七
〇
番
）

（
14
） 

よ
し
ゑ
や
し
（
吉
哉
）
直
な
ら
ず
と
も
ぬ
え
鳥
の
う
ら
嘆
け
居

り
と
告
げ
む
子
も
が
も
（
巻
十
、二
〇
三
一
番
）

（
15
） 

暁
と
鶏
は
鳴
く
な
り
よ
し
ゑ
や
し
（
縦
恵
也
思
）
ひ
と
り
寝
る

夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
（
巻
十
一
、二
八
〇
〇
番
）

（
16
） 

…
よ
し
ゑ
や
し
（
吉
咲
八
師
）　

浦
は
な
く
と
も　

よ
し
ゑ
や
し

（
吉
画
矢
寺
）　

礒
は
な
く
と
も　

沖
つ
波　

凌
ぎ
漕
入
り
来　

海
人
の
釣
舟
（
巻
十
三
、三
二
二
五
番
）

（
17
） 

よ
し
ゑ
や
し
（
縦
恵
八
師
）
死
な
む
よ
我
妹
生
け
り
と
も
か
く

（5）
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は
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９
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の
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あ
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の
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に
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も
の
を
（
巻
五
、八
一
九
番
、
大
伴
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）

　
「
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」
は
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中
に
も
文
末
に
も
現
れ
る
助
詞
で
、
文
末
（
句
切
れ
を
含

む
）
に
位
置
す
る
場
合
「
我
は
さ
ぶ
し
ゑ
（
巻
四
、四
八
六
番
）」「
吾

は
苦
し
ゑ
（
日
本
書
紀
歌
謡
、
一
二
六
番
）」「
我
は
待
た
む
ゑ
（
巻

十
四
、三
四
〇
六
番
）」
な
ど
の
よ
う
に
「
文
末
の
活
用
語
の
終
止
形
に
つ

い
て
、
話
し
手
自
身
の
発
言
内
容
を
確
認
す
る
意
を
表
わ
す

12
」
助
詞
と

言
わ
れ
る
。「
ゑ
」
は
文
献
時
代
に
は
す
で
に
勢
力
が
後
退
し
つ
つ
あ
り
、

集
中
に
も
二
八
例
ほ
ど
が
観
察
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
う
ち
「
ゑ
」

単
独
で
使
用
さ
れ
た
例
は
二
例
の
み
で
、
他
は
全
て
他
の
助
詞
と
の
熟
合

形
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

上
代
に
特
有
の
こ
の
助
詞
は
、
と
り
わ
け
助
詞
「
や
」
と
の
熟
合
度
が

高
く
、
二
八
例
中
二
四
例
ま
で
が
「
や
」
と
の
熟
合
形
と
し
て
の
使
用
例

で
、（
９
）
も
そ
の
う
ち
の
一
例
で
あ
る
。（
９
）
に
お
い
て
「
ゑ
や
」
に

上
接
す
る「
世
の
中
は
恋
繁
し
」と
い
う
話
し
手（
言
語
主
体
）の
認
識
は
、

そ
れ
自
体
普
遍
性
を
も
つ
事
柄
で
不
明
瞭
な
点
は
存
し
な
い
が
、
恋
の
苦

痛
や
悲
嘆
を
経
験
し
て
い
る
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
は
望
ま
し

か
ら
ぬ
事
柄
で
あ
り
、「
ゑ
や
」
は
そ
の
よ
う
な
好
ま
し
く
な
い
現
実
を

自
ら
に
向
け
て
確
認
し
つ
つ
、
こ
れ
に
慨
嘆
す
る
よ
う
な
意
を
添
え
て
い

る
。
酒
井
憲
二
氏
が
「
ゑ
」
は
「
自
分
自
身
に
向
か
う
独
語
的
要
素
が
基

本
的
に
あ
る

13
」
と
説
く
よ
う
に
、
こ
の
助
詞
の
対
・
聞
き
手
性
や
問
い

掛
け
性
は
「
や
」
よ
り
も
さ
ら
に
弱
い
。
こ
の
他
「
や
」
と
「
ゑ
」
と
の

熟
合
形
に
は
、
次
例
の
よ
う
な
「
し
ゑ
や
0

0

」
や
、「
よ
し
ゑ
や
0

0

し
」
な
ど

の
例
が
集
中
に
各
六
例
、
一
七
例
み
え
る
。

（
10
） 

春
山
の
あ
し
び
の
花
の
悪
し
か
ら
ぬ
君
に
は
し
ゑ
や
（
思
恵
也
）

寄
そ
る
と
も
よ
し
（
巻
十
、一
九
二
六
番
）

（
11
） 

秋
萩
に
恋
尽
く
さ
じ
と
思
へ
ど
も
し
ゑ
や
（
思
恵
也
）
あ
た
ら

し
ま
た
も
逢
は
め
や
も
（
巻
十
、二
一
二
〇
番
）

（
12
） 

霊
ぢ
は
ふ
神
も
我
を
ば
打
棄
て
こ
そ
し
ゑ
や
（
四
恵
也
）
命
の

惜
し
け
く
も
な
し
（
巻
十
一
、二
六
六
一
番
）

（
13
） 

我
が
背
子
が
来
む
と
語
り
し
夜
は
過
ぎ
ぬ
し
ゑ
や
（
思
咲
八
）

さ
ら
さ
ら
し
こ
り
来
め
や
も
（
巻
十
二
、二
八
七
〇
番
）

（
14
） 

よ
し
ゑ
や
し
（
吉
哉
）
直
な
ら
ず
と
も
ぬ
え
鳥
の
う
ら
嘆
け
居

り
と
告
げ
む
子
も
が
も
（
巻
十
、二
〇
三
一
番
）

（
15
） 

暁
と
鶏
は
鳴
く
な
り
よ
し
ゑ
や
し
（
縦
恵
也
思
）
ひ
と
り
寝
る

夜
は
明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
（
巻
十
一
、二
八
〇
〇
番
）

（
16
） 

…
よ
し
ゑ
や
し
（
吉
咲
八
師
）　

浦
は
な
く
と
も　

よ
し
ゑ
や
し

（
吉
画
矢
寺
）　

礒
は
な
く
と
も　

沖
つ
波　

凌
ぎ
漕
入
り
来　

海
人
の
釣
舟
（
巻
十
三
、三
二
二
五
番
）

（
17
） 

よ
し
ゑ
や
し
（
縦
恵
八
師
）
死
な
む
よ
我
妹
生
け
り
と
も
か
く

（5）
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の
み
こ
そ
我
が
恋
ひ
渡
り
な
め
（
巻
十
三
、三
二
九
八
番
）

　
（
10
）
〜
（
13
）
は
「
し
ゑ
や
」
の
例
で
あ
る
。「
し
ゑ
や
」
は
話
し

手
（
言
語
主
体
）
の
感
動
・
嘆
息
・
決
意
・
断
念
・
放
任
な
ど
の
気
持
ち

を
表
明
す
る
感
動
詞
と
言
わ
れ
る
。「
し
ゑ
や
」
に
導
か
れ
る
（
10
）「
寄

そ
る
と
も
よ
し
（
言
い
騒
が
れ
て
も
よ
い
）」（
12
）「
命
の
惜
し
け
く
も

な
し
」
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
の
思
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の

よ
う
に
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
が
た
め
の
気
持
ち
で

あ
っ
て
、
本
来
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
は
不
本
意
な
事
態
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、（
11
）「
あ
た
ら
し
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」（
13
）「
さ
ら
さ

ら
し
こ
り
来
め
や
も
」
は
、
こ
れ
が
反
語
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
実
現
が
望
ま
れ
る
も
の
の
そ
の
可
能
性
が
不
安
視
さ
れ
る

事
柄
で
あ
る
。

　
（
14
）〜（
17
）は「
よ
し
ゑ
や
し
」の
例
で
あ
る
。「
よ
し（
縦
し
）〔
副
詞
〕」

は
形
容
詞
「
よ
し
」
の
転
用
で
、「
本
来
な
ら
ば
満
足
で
き
な
い
が
し
か

た
な
い
と
し
て
許
容
す
る
意
を
表
す

14
」言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
助
詞「
ゑ

や
」
の
付
い
た
「
よ
し
ゑ
や
し
」
は
「
自
棄
的
な
気
分
を
率
直
に
放
出
し

た
15
」
感
動
詞
と
さ
れ
る
。
こ
の
感
動
詞
に
導
か
れ
る
（
17
）「
死
な
む
よ
」

（
14
）「
直
な
ら
ず
と
も
ぬ
え
鳥
の
う
ら
嘆
け
居
り
と
告
げ
む
子
も
が
も
」

な
ど
も
話
し
手
の
意
志
や
願
望
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
よ
う
に
思
わ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
が
た
め
の
気
持
ち
で
あ
っ
て
、
本

来
話
し
手（
言
語
主
体
）に
と
っ
て
は
不
本
意
な
事
態
で
あ
る
。
ま
た
、「
よ

し
ゑ
や
し
」
は
（
14
）
〜
（
16
）
の
よ
う
に
「
た
と
え
〜
て
も
」「
か
り

に
〜
て
も
」
な
ど
の
意
を
表
す
接
続
助
詞
「
と
も
」
と
共
現
す
る
例
が
散

見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仮
定
さ
れ
る
（
15
）「
ひ
と
り
寝
る
夜
は

明
け
ば
明
け
ぬ
と
も
」（
16
）「
浦
は
な
く
と
も
」「
礒
は
な
く
と
も
」
な

ど
の
事
態
も
、
現
状
を
鑑
み
た
場
合
に
許
容
せ
ざ
る
を
得
な
い
止
む
を
得

な
い
事
態
や
現
実
で
あ
っ
て
、
決
し
て
好
ま
し
い
事
態
や
望
ま
し
い
現
状

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
如
何
と
も
し
が
た
い
不
本
意
な
事
態
に
直
面
し

た
際
に
、
話
し
手
（
言
語
主
体
）
は
こ
れ
を
「
よ
し
」
と
し
て
容
認
し
な

が
ら
も
、
そ
こ
に
は
不
平
・
不
満
の
気
持
ち
が
底
流
し
て
い
る
た
め
、
そ

の
よ
う
な
気
持
ち
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
心
持
ち
で
確
認
す
る
趣
の
強
い

助
詞「
ゑ
」と
、嘆
息
す
る
よ
う
に
慨
嘆
す
る
気
分
を
含
み
も
つ
助
詞「
や
」

が
こ
れ
を
包
み
込
ん
で
い
る
。「
よ
し
ゑ
や
し
」が
全
体
と
し
て
話
し
手（
言

語
主
体
）
の
半
ば
捨
て
鉢
な
気
持
ち
を
表
現
す
る
感
動
詞
と
し
て
機
能
し

て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
他
の
成
分
か
ら
の
独
立
性
が
高
い
感
動
詞
の
構
成
要
素
と

し
て
参
画
し
、
そ
の
一
部
と
化
し
て
い
る
場
合
も
、「
や
」
は
不
本
意
な

事
柄
や
実
現
の
可
能
性
が
危
ぶ
ま
れ
る
事
柄
な
ど
思
う
に
任
せ
ぬ
現
実
や

事
態
に
直
面
し
た
際
に
、
こ
れ
を
慨
嘆
し
嘆
息
す
る
詠
嘆
の
気
持
ち
を
表

す
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
場
合
も
「
や
」
は
聞
き
手
を
強
く
意
識

し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
詠
嘆
は
む
し
ろ
話
し
手
（
言
語

主
体
）
自
身
に
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
独
語
的
要
素
を

も
つ
助
詞
「
ゑ
」
と
の
有
縁
性
の
高
さ
か
ら
も
窺
い
知
ら
れ
よ
う
。
集
中

に
散
見
さ
れ
る
「
よ
し
ゑ
や
し
」
に
お
け
る
「
ゑ
」
と
「
や
」
と
の
熟
合

形
は
、
思
う
に
任
せ
ぬ
事
態
や
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
本
意
な
現
状
に

直
面
し
た
際
に
、
そ
の
事
態
を
「
よ
し
」
と
許
容
す
る
自
己
の
思
い
の
確

（6）
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認
と
慨
嘆
と
が
綯
い
交
ぜ
に
な
っ
た
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
遣
る
瀬
無

い
服
雑
な
心
境
を
表
す
言
葉
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

こ
の
他
、助
詞「
や
」を
構
成
要
素
と
す
る
感
動
詞（
感
動
副
詞
）に
は「
は

し
き（
け
）や
し
」も
集
中
に
二
五
例
程
み
え
る
。「
は
し
」は「
愛
し
」で
、

「
い
と
お
し
い
」
と
か
「
恋
し
い
」
な
ど
の
意
を
表
し
、こ
れ
に
助
詞
「
や

し
」
が
下
接
す
る
こ
と
で
、
そ
の
思
い
に
詠
嘆
の
意
を
添
え
る
が
、
こ
の

連
語
は
次
例
の
よ
う
に
連
体
格
と
し
て
掛
か
っ
て
い
く
体
言
か
ら
遊
離
し

て
、
感
動
詞
的
に
愛
惜
や
追
慕
や
悲
哀
の
情
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

（
18
） 

は
し
き
や
し
（
愛
八
師
）
栄
え
し
君
の
い
ま
し
せ
ば
昨
日
も
今

日
も
我
を
召
さ
ま
し
を
（
巻
三
、四
五
四
番
、
余
明
軍
）

（
19
） 

三
香
原　

久
邇
の
都
は　

山
高
み　

川
の
瀬
清
み　

住
み
良
し

と　

人
は
言
へ
ど
も　

あ
り
良
し
と　

我
は
思
へ
ど　

古
り
に

し　

里
に
し
あ
れ
ば　

国
見
れ
ど　

人
も
通
は
ず　

里
見
れ
ば

　

家
も
荒
れ
た
り　

は
し
け
や
し
（
波
之
異
耶
）　

か
く
あ
り

け
る
か　

三
諸
つ
く　

鹿
脊
山
の
ま
に　

咲
く
花
の　

色
め
づ

ら
し
く　

百
鳥
の　

声
な
つ
か
し
き　

あ
り
が
欲
し　

住
み
よ

き
里
の　

荒
る
ら
く
惜
し
も
（
巻
六
、一
〇
五
九
番
）

（
20
） 

は
し
き
や
し
（
早
敷
哉
）
誰
に
障
れ
か
も
玉
桙
の
道
見
忘
れ
て

君
が
来
ま
さ
ぬ
（
巻
十
一
、二
三
八
〇
番
）

（
21
） 

は
し
き
や
し
（
波
之
寸
八
師
）
然
あ
る
恋
に
も
あ
り
し
か
も
君

に
後
れ
て
恋
し
き
思
へ
ば
（
巻
十
二
、三
一
四
〇
番
）

（
22
） 

…
は
し
け
や
し
（
波
之
家
也
思
）　

家
を
離
れ
て　

波
の
上
ゆ

 

な
づ
さ
ひ
来
に
て　

あ
ら
た
ま
の　

月
日
も
来
経
ぬ
…
（
巻

十
五
、三
六
九
一
番
、
葛
井
子
老
）

（
23
） 

は
し
け
や
し
（
波
之
家
也
思
）
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
待
つ
ら

む
君
や
山
隠
れ
ぬ
る
（
巻
十
五
、三
六
九
二
番
、
葛
井
子
老
）

　
（
18
）（
22
）（
23
）
は
い
ず
れ
も
挽
歌
で
あ
る
。「
は
し
き
（
け
）
や
し
」

に
導
か
れ
る
（
18
）「
栄
え
し
君
の
い
ま
し
せ
ば
昨
日
も
今
日
も
我
を
召

さ
ま
し
を
」
は
、
資
人
（
余
明
軍
）
が
亡
き
「
君
（
旅
人
）」
を
讃
え
つ

つ
、
自
分
を
召
さ
な
く
な
っ
た
悲
し
み
の
気
持
ち
表
し
て
い
る
。
ま
た
、

（
22
）「
家
を
離
れ
て　

波
の
上
ゆ　

な
づ
さ
ひ
来
に
て　

あ
ら
た
ま
の　

月
日
も
来
経
ぬ
」（
23
）「
妻
も
子
ど
も
も
高
々
に
待
つ
ら
む
君
や
山
隠
れ

ぬ
る
」
は
、
家
に
待
つ
家
族
の
悲
し
み
に
思
い
を
馳
せ
、
遣
新
羅
使
と
し

て
の
使
命
を
果
た
せ
ぬ
ま
ま
壱
岐
島
で
死
去
し
た
「
君
（
雪
宅
満
）」
の

死
を
悼
む
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
の「
は
し
き（
け
）や
し
」

は
、
下
接
の
（
18
）「
栄
え
し
君
」（
23
）「
妻
も
子
ど
も
」
に
掛
か
り
こ

れ
を
修
飾
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
後
続
の
内
容
全
体
を
対
象
と
し
、
こ
れ

に
対
す
る
悲
哀
や
追
慕
の
感
情
を
吐
露
す
る
感
動
詞
的
な
言
葉
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
挽
歌
以
外
の
（
19
）
も
、「
か
く
あ
り
け

る
か
」
は
、
荒
墟
と
化
し
た
旧
都
久
邇
の
都
の
有
様
を
目
の
当
た
り
に
し

た
驚
き
と
落
胆
の
気
持
ち
を
表
し
て
お
り
、こ
れ
を
導
く
「
は
し
け
や
し
」

は
如
何
と
も
し
難
い
そ
の
現
実
を
い
た
ま
し
く
思
う
哀
惜
の
情
を
表
し
て

い
る
。（
20
）（
21
）
も
「
は
し
き
や
し
」
の
後
続
に
は
、「
君
」
が
訪
れ

な
い
の
は
誰
か
に
邪
魔
を
さ
れ
て
い
る
か
ら
か
と
邪
推
し
嘆
く
気
持
ち

や
、
残
さ
れ
た
後
に
知
っ
た
恋
の
苦
し
み
を
悲
嘆
す
る
気
持
ち
が
表
出
さ

（7）



－ 87 －

堀　尾　香代子

れ
て
お
り
、「
は
し
き
や
し
」
は
こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
す
る
悲
哀
や
愛

惜
の
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
後
続
す
る
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
望

ま
し
い
事
柄
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
い
と
お
し
く
思
う
人
の
死
と
い
う
こ

の
上
な
く
い
た
ま
し
い
事
柄
や
、
住
み
慣
れ
た
都
が
廃
都
と
化
す
と
い
う

遣
る
瀬
無
い
事
柄
、
思
い
人
に
逢
え
な
い
苦
悩
な
ど
、
話
し
手
（
言
語
主

体
）
に
と
っ
て
極
め
て
不
本
意
な
事
柄
で
あ
る
。「
は
し
き
（
け
）
や
し
」

は
対
象
を
い
と
お
し
く
思
い
つ
つ
も
そ
の
思
い
が
報
わ
れ
な
い
現
実
に
直

面
し
た
際
に
、こ
れ
を
慨
嘆
す
る
よ
う
な
心
持
ち
を
も
っ
て
悲
哀
や
愛
惜
・

追
慕
の
情
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の

場
合
も
、
助
詞
「
や
」
は
思
う
に
任
せ
ぬ
現
実
を
嘆
息
し
つ
つ
慨
嘆
す
る

よ
う
な
気
持
ち
を
表
す
詠
嘆
の
助
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
点
で
、
先
述

の
「
よ
し
ゑ
や
し
」
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
助
詞
「
や
し
」
を
伴
わ
な

い
次
の
よ
う
な
「
は
し
き
」
の
み
の
諸
例
が
、
純
粋
に
下
接
の
対
象
を
い

と
お
し
く
思
う
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

（
24
） 

雪
の
上
に
照
れ
る
月
夜
に
梅
の
花
折
り
て
送
ら
む
愛
し
き
（
波

之
伎
）
児
も
が
も
（
巻
十
八
、四
一
三
四
番
、
大
伴
家
持
）

（
25
） 

見
渡
せ
ば
向
つ
峰
の
上
の
花
に
ほ
ひ
照
り
て
立
て
る
は
愛
し
き

（
波
之
伎
）
誰
が
妻
（
巻
二
十
、四
三
九
七
番
、
大
伴
家
持
）

　
「
や
し
」を
伴
わ
な
い
右
の
例
は
、と
も
に
下
接
の（
24
）「
児
」（
25
）「
誰

が
妻
」
へ
の
情
愛
の
気
持
ち
を
表
し
て
お
り
、
そ
こ
に
思
う
に
任
せ
ぬ
現

実
や
不
本
意
な
事
態
を
慨
嘆
す
る
よ
う
な
気
持
ち
は
看
守
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
助
詞
「
や
」
は
本
来
叙
述
内
容
そ
の
も
の
に
直
接
関

係
す
る
要
素
で
は
な
く
、「
純
粋
に
場
面
に
だ
け
に
向
う
も
の

16
」
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
に
文
の
組
立
て
の
外
側
に
あ
っ
て
「
意
思
発
表

の
前
提
、
後
続
の
文
句
の
全
体
の
意
義
を
導
く

17
」
独
立
性
の
高
い
感
動

詞
（
感
動
副
詞
）
の
形
成
に
参
画
し
、
そ
の
一
部
と
し
て
機
能
し
得
た
と

考
え
ら
れ
る

18
。

　
　
　

三
　
助
詞
以
外
の
非
活
用
語
に
下
接
す
る
文
末
助
詞
「
や
」

　

次
例
は
副
詞
に
下
接
す
る
（
ロ
）
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
で
は

「
や
」
の
も
つ
場
面
へ
の
志
向
性
と
い
う
性
質
は
一
層
顕
著
で
あ
る
。

（
26
） 

絶
ゆ
と
言
は
ば
わ
び
し
み
せ
む
と
焼
き
大
刀
の
へ
つ
か
ふ
こ
と

は
さ
き
く
や
（
也
）
我
が
君
（
巻
四
、六
四
一
番
、
娘
子
）

（
27
） 

相
見
ず
て
日
長
く
な
り
ぬ
こ
の
こ
ろ
は
い
か
に
さ
き
く
や
（
哉
）

い
ふ
か
し
我
妹
（
巻
四
、六
四
八
番
、
大
伴
駿
河
麻
呂
）

　
「
さ
き
く
や
」
は
旅
立
つ
人
に
向
け
て
言
う
別
れ
の
言
葉
と
言
わ
れ
、

諸
注
釈
書
で
は
「
お
元
気
で
す
か
」（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万

葉
集
』
六
四
八
番
）、「
お
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
」（『
萬
葉
集
釋
注
二
』

伊
藤
博
、
集
英
社
、
六
四
八
番
）
な
ど
の
よ
う
に
独
立
性
の
高
い
挨
拶
語

と
し
て
の
口
訳
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、「
や
」
が
対
象
と
す
る

「
さ
き
く
」
は
聞
き
手
に
属
す
る
事
柄
で
あ
り
、
か
つ
下
接
に
は
聞
き
手

と
な
る「
我
が
君
」「
我
妹
」な
ど
の
呼
び
掛
け
対
象
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
は
、「
や
」
の
も
つ
聞
き
手
に
対
す
る
持
ち
掛

（8）

『万葉集』にみる非活用語に下接する文末助詞「や」

け
表
現
と
し
て
の
性
格
は
前
面
に
現
れ
や
す
い
。
か
つ
「
や
」
が
対
象
と

す
る
上
接
の
事
柄
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
不
確
か
な
事
柄
で

あ
る
た
め
に
、
聞
き
手
に
問
い
掛
け
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
や
す

く
、結
果
と
し
て
一
文
全
体
が
疑
問
文
に
近
い
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

聞
き
手
に
属
す
る
事
柄
を
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
れ
は
話
し
手
（
言
語
主

体
）
に
と
っ
て
不
確
か
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
間
投

助
詞
と
し
て
の
対
・
聞
き
手
的
性
格
は
前
面
に
現
れ
る
た
め
、
一
文
全
体

が
疑
問
表
現
へ
と
傾
き
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

半
藤
英
明
氏
は
、
終
助
詞
と
間
投
助
詞
に
「「
表
現
の
持
ち
か
け
」
に

働
く
」
と
い
う
共
通
機
能
を
認
め
る
が
、終
助
詞
は
文
の
成
立
に
関
与
し
、

間
投
助
詞
は
こ
れ
に
関
与
し
な
い
点
で
異
質
で
あ
り
、
特
に
「
間
投
助
詞

の
「
文
の
成
立
に
関
与
し
な
い
」
と
い
う
在
り
様
が
助
詞
の
性
質
と
は
見

做
せ
な
い
」
と
し
て
「
表
情
詞
」
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
終

助
詞
と
間
投
助
詞
の
再
編
を
試
み
る

19
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
よ
る
な
ら

ば
、（
26
）（
27
）
の
「
や
」
は
文
の
伝
達
内
容
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素

で
あ
り
、
文
の
成
立
に
関
与
し
て
い
る
点
で
終
助
詞
に
近
い
性
格
を
帯
び

て
い
る
と
言
え
る
。
文
の
成
立
に
関
与
し
な
い
典
型
的
な
間
投
助
詞
で
あ

る
文
中
の
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
と
は
異
な
り
、
文
末
に
位
置
す

る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
こ
れ
が
い
か
な
る
環
境
下
に
用
い

ら
れ
る
か
に
よ
り
、
間
投
助
詞
に
近
い
性
格
を
帯
び
る
も
の
と
、
終
助
詞

に
近
い
性
格
を
帯
び
る
も
の
の
双
方
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
例
は
助
詞
「
や
」
が
文
末
に
位
置
し
、
形
容
詞
の
語
幹
に
下
接
す
る

（
ハ
）
の
例
で
あ
る
。

（
28
） 

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
（
也
）

こ
の
君
（
巻
九
、一
七
四
一
番
）

　

こ
の
例
は
浦
島
伝
説
を
詠
ん
だ
歌
で
、「
己
が
心
か
ら
」
常
世
辺
に
住

む
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
「
こ
の
君
」
を
話
し
手
（
言
語
主
体
）
が

「
お
そ
や
（
愚
か
で
あ
る
）」
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
も

決
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
下
接
に
聞
き
手
と
目
さ
れ
る

人
名
詞
「
こ
の
君
」
を
伴
い
、
助
詞
「
や
」
が
上
接
の
事
柄
を
こ
れ
に
持

ち
掛
け
る
点
で
「
副
詞
＋
ヤ
」
の
諸
例
に
近
い
形
式
を
と
る
が
、
こ
の
例

で
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
が
下
す
評
価
自
体
に
不
確
か
な
点
な
ど

は
存
し
な
い
た
め
、
一
文
全
体
が
疑
問
表
現
へ
と
傾
く
こ
と
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
慨
嘆
す
る
よ
う
な
気
持
ち
を
伴
う
詠
嘆
表
現
の
範
疇
に
と
ど
ま

る
の
で
あ
る
。（
ハ
）
の
形
式
の
「
や
」
は
文
の
成
立
に
関
与
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
く
、
文
末
に
位
置
し
な
が
ら
も
間
投
助
詞
的
な
性
格
を
強

く
帯
び
る
例
と
見
做
さ
れ
る
。
用
言
の
語
幹
に
「
や
」
が
下
接
す
る
こ
の

よ
う
な
形
式
は
中
古
以
降
増
加
し
て
い
く
が
、
上
代
で
は
い
ま
だ
一
般
的

で
な
く
、
集
中
で
は
こ
れ
が
唯
一
例
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
文
末
に
現
れ
る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
そ

の
多
く
が
不
確
実
性
の
強
い
事
柄
や
不
安
・
不
満
の
残
る
事
柄
を
対
象
と

し
、
こ
れ
を
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自

身
や
聞
き
手
に
持
ち
掛
け
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。

（9）
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『万葉集』にみる非活用語に下接する文末助詞「や」

け
表
現
と
し
て
の
性
格
は
前
面
に
現
れ
や
す
い
。
か
つ
「
や
」
が
対
象
と

す
る
上
接
の
事
柄
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ
て
不
確
か
な
事
柄
で

あ
る
た
め
に
、
聞
き
手
に
問
い
掛
け
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
や
す

く
、結
果
と
し
て
一
文
全
体
が
疑
問
文
に
近
い
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

聞
き
手
に
属
す
る
事
柄
を
対
象
と
す
る
場
合
、
そ
れ
は
話
し
手
（
言
語
主

体
）
に
と
っ
て
不
確
か
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
、
間
投

助
詞
と
し
て
の
対
・
聞
き
手
的
性
格
は
前
面
に
現
れ
る
た
め
、
一
文
全
体

が
疑
問
表
現
へ
と
傾
き
や
す
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

半
藤
英
明
氏
は
、
終
助
詞
と
間
投
助
詞
に
「「
表
現
の
持
ち
か
け
」
に

働
く
」
と
い
う
共
通
機
能
を
認
め
る
が
、終
助
詞
は
文
の
成
立
に
関
与
し
、

間
投
助
詞
は
こ
れ
に
関
与
し
な
い
点
で
異
質
で
あ
り
、
特
に
「
間
投
助
詞

の
「
文
の
成
立
に
関
与
し
な
い
」
と
い
う
在
り
様
が
助
詞
の
性
質
と
は
見

做
せ
な
い
」
と
し
て
「
表
情
詞
」
と
い
う
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
立
て
終

助
詞
と
間
投
助
詞
の
再
編
を
試
み
る

19
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
よ
る
な
ら

ば
、（
26
）（
27
）
の
「
や
」
は
文
の
伝
達
内
容
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素

で
あ
り
、
文
の
成
立
に
関
与
し
て
い
る
点
で
終
助
詞
に
近
い
性
格
を
帯
び

て
い
る
と
言
え
る
。
文
の
成
立
に
関
与
し
な
い
典
型
的
な
間
投
助
詞
で
あ

る
文
中
の
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
と
は
異
な
り
、
文
末
に
位
置
す

る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
こ
れ
が
い
か
な
る
環
境
下
に
用
い

ら
れ
る
か
に
よ
り
、
間
投
助
詞
に
近
い
性
格
を
帯
び
る
も
の
と
、
終
助
詞

に
近
い
性
格
を
帯
び
る
も
の
の
双
方
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

次
例
は
助
詞
「
や
」
が
文
末
に
位
置
し
、
形
容
詞
の
語
幹
に
下
接
す
る

（
ハ
）
の
例
で
あ
る
。

（
28
） 

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
大
刀
己
が
心
か
ら
お
そ
や
（
也
）

こ
の
君
（
巻
九
、一
七
四
一
番
）

　

こ
の
例
は
浦
島
伝
説
を
詠
ん
だ
歌
で
、「
己
が
心
か
ら
」
常
世
辺
に
住

む
こ
と
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
「
こ
の
君
」
を
話
し
手
（
言
語
主
体
）
が

「
お
そ
や
（
愚
か
で
あ
る
）」
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
評
価
も

決
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
下
接
に
聞
き
手
と
目
さ
れ
る

人
名
詞
「
こ
の
君
」
を
伴
い
、
助
詞
「
や
」
が
上
接
の
事
柄
を
こ
れ
に
持

ち
掛
け
る
点
で
「
副
詞
＋
ヤ
」
の
諸
例
に
近
い
形
式
を
と
る
が
、
こ
の
例

で
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
が
下
す
評
価
自
体
に
不
確
か
な
点
な
ど

は
存
し
な
い
た
め
、
一
文
全
体
が
疑
問
表
現
へ
と
傾
く
こ
と
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
慨
嘆
す
る
よ
う
な
気
持
ち
を
伴
う
詠
嘆
表
現
の
範
疇
に
と
ど
ま

る
の
で
あ
る
。（
ハ
）
の
形
式
の
「
や
」
は
文
の
成
立
に
関
与
し
て
い
る

と
は
言
い
が
た
く
、
文
末
に
位
置
し
な
が
ら
も
間
投
助
詞
的
な
性
格
を
強

く
帯
び
る
例
と
見
做
さ
れ
る
。
用
言
の
語
幹
に
「
や
」
が
下
接
す
る
こ
の

よ
う
な
形
式
は
中
古
以
降
増
加
し
て
い
く
が
、
上
代
で
は
い
ま
だ
一
般
的

で
な
く
、
集
中
で
は
こ
れ
が
唯
一
例
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
文
末
に
現
れ
る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
そ

の
多
く
が
不
確
実
性
の
強
い
事
柄
や
不
安
・
不
満
の
残
る
事
柄
を
対
象
と

し
、
こ
れ
を
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
話
し
手
（
言
語
主
体
）
自

身
や
聞
き
手
に
持
ち
掛
け
る
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。

（9）
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四
　
文
中
の
間
投
助
詞
「
や
」
と
の
差
異

　

上
代
で
は
文
末
に
位
置
す
る
助
詞
「
や
」
は
、
す
で
に
詠
嘆
を
帯
び
た

疑
問
・
反
語
表
現
と
し
て
の
「
〜
終
止
形
＋
ヤ
」
や
「
〜
已
然
形
＋
ヤ
」

が
主
流
を
な
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
以
上
の
よ
う
に
非
活
用
語
に
下
接
す

る
諸
例
も
僅
か
な
が
ら
観
察
さ
れ
る
。

　
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
形
式
を
と
る
文
末
助
詞
「
や
」
は
、
上
接
す
る

事
態
を
聞
き
手
に
向
か
っ
て
持
ち
掛
け
る
場
合
と
、
話
し
手
（
言
語
主

体
）
自
身
に
向
け
て
独
語
的
に
持
ち
掛
け
る
場
合
の
双
方
の
ケ
ー
ス
が
み

え
る
。
前
者
の
ケ
ー
ス
で
は
、「
や
」
は
聞
き
手
に
属
す
る
不
明
瞭
・
不

確
か
な
事
柄
を
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
持
ち
掛
け
る
詠
嘆
表
現

と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
本
質
的
に
不
明
瞭
・
不
確
か
な
事

柄
に
対
す
る
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の
解
消
欲
求
が
底
流
し
て
い
る
た
め
、

聞
き
手
に
対
す
る
持
ち
掛
け
は
、
聞
き
手
に
対
す
る
問
い
掛
け
へ
と
連
な

り
や
す
く
、
結
果
と
し
て
疑
問
表
現
に
近
い
色
合
い
を
帯
び
る
こ
と
に
な

る
。
な
か
で
も
聞
き
手
に
属
す
る
事
柄
を
対
象
と
し
、
か
つ
呼
び
掛
け
対

象
で
あ
る
聞
き
手
が
明
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
間
投
助
詞
と
し

て
の
持
ち
掛
け
機
能
が
前
面
に
現
れ
や
す
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
や
」
は
、
文
中
で
呼
び
掛
け
対
象
に
下
接
す
る
次
例
の

（
29
）
〜
（
32
）
の
よ
う
な
間
投
助
詞
「
や
」
に
極
め
て
近
い
用
法
と
見

做
さ
れ
る
が
、
文
中
に
現
れ
る
「
人
名
詞
＋
ヤ
（
間
投
助
詞
）」
は
、
後

続
に「
〜
な
〜
そ
」（（
30
）「
然
も
な
言
ひ
そ
」（
31
）「
な
踏
み
そ
ね
」）や
、「
〜

な
」（（
29
）「
我
を
忘
ら
す
な
」）
な
ど
の
禁
止
表
現
や
、
念
を
押
す
よ
う

に
確
認
す
る「
〜
よ
」（（
32
）「
我
を
音
し
泣
く
よ
」）な
ど
の
表
現
を
伴
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
そ
こ
に
話
し
手
（
言
語
主
体
）
の

解
消
欲
求
は
底
流
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
れ
が
疑
問
表
現
や
反
語
表
現
へ

と
傾
く
こ
と
は
な
い
。

（
29
） 

我
妹
子
や
（
哉
）
我
を
忘
ら
す
な
石
上
袖
布
留
川
の
絶
え
む
と

思
へ
や
（
巻
十
二
、三
〇
一
三
番
）

（
30
） 

檀
越
や
（
也
）
然
も
な
言
ひ
そ
里
長
が
課
役
徴
ら
ば
汝
も
泣
か

む
（
巻
十
六
、三
八
四
七
番
、
法
師
）

（
31
） 

…
山
の
み
に　

降
り
し
雪
そ　

ゆ
め
寄
る
な　

人
や
（
哉
）　

な
踏
み
そ
ね　

雪
は
（
巻
十
九
、四
二
二
七
番
、
三
形
沙
弥
）

（
32
） 

汝
背
の
子
や
（
夜
）
と
り
の
を
か
ち
し
な
か
だ
を
れ
我
を
音
し

泣
く
よ
息
づ
く
ま
で
に
（
巻
十
四
、三
四
五
八
番
））

　

一
方
、「
や
」に
よ
る
詠
嘆
が
話
し
手（
言
語
主
体
）自
身
に
向
か
う
場
合
、

そ
れ
は
多
く
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
事
柄
や
思
う
に
任
せ
ぬ
事
態
を

対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
や
」
は
話
し
手
（
言
語
主
体
）
に
と
っ

て
不
安
視
さ
れ
る
事
柄
や
不
本
意
な
事
態
を
慨
嘆
す
る
詠
嘆
表
現
と
し
て

働
く
が
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
間
投
助
詞
の
基
本
機
能
で
あ
る
持

ち
掛
け
表
現
と
し
て
の
性
格
は
裏
面
に
退
き
や
す
く
、「
や
」
に
よ
る
詠

嘆
は
自
ら
に
向
け
た
独
語
的
な
詠
嘆
表
現
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な
文
末
助
詞
「
や
」
は
文
の
成
立
に
関
与
し
な
い
点
で
間

投
助
詞
の
「
や
」
に
近
い
性
格
を
も
つ
が
、
対
象
と
す
る
事
柄
の
内
容
的

特
徴
は
間
投
助
詞
「
や
」
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
。

（10）
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『万葉集』にみる非活用語に下接する文末助詞「や」

　
　
　

五
　
お
わ
り
に

　

文
末
に
お
け
る
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
の
「
や
」
は
、
純
粋
な
る
間
投
助

詞
で
あ
る
文
中
の
「
非
活
用
語
＋
ヤ
」
と
は
異
な
り
、
不
確
実
性
の
強
い

事
柄
や
不
本
意
な
現
状
、
不
安
を
抱
く
よ
う
な
事
柄
な
ど
を
対
象
と
す
る

点
に
特
徴
が
あ
り
、「
や
」
は
こ
れ
を
柔
ら
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て

話
し
手
（
言
語
主
体
）
自
身
や
聞
き
手
に
持
ち
掛
け
る
機
能
を
果
た
す
。

そ
の
よ
う
な
文
末
助
詞
「
や
」
は
、
元
来
不
確
実
な
点
や
不
安
・
不
満
の

残
る
点
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
疑
問
・
反
語
表
現
へ
と
連
な
り
や
す
く
、

そ
の
点
で
「
終
止
形
＋
ヤ
」「
已
然
形
＋
ヤ
」
の
形
式
に
よ
る
終
助
詞
と

の
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
「
や
」
と
「
終
止

形
＋
ヤ
」「
已
然
形
＋
ヤ
」
と
の
間
の
文
法
的
・
意
味
的
連
続
性
の
解
明

に
つ
い
て
は
、
終
助
詞
「
や
」
に
よ
る
疑
問
・
反
語
表
現
の
側
か
ら
の
考

察
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
た
め
、
両
者
の
間
の
連
絡
過
程
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〈
注
〉

１ 

文
中
に
用
い
ら
れ
る
間
投
助
詞
の
「
や
」
は
集
中
に
九
一
例
が
観
察
さ
れ
る

が
、
そ
の
大
部
分
は
連
体
修
飾
語
（
句
）
と
被
連
体
修
飾
語
（
句
）
の
間
に

介
入
す
る
例
（「
〜
連
体
形
＋
ヤ
＋
体
言
（
句
）」「
〜
の
＋
ヤ
＋
体
言
（
句
）」

な
ど
）
で
あ
る
。
こ
の
他
呼
び
掛
け
対
象
と
な
る
人
名
詞
に
「
や
」
が
下
接

す
る
例
（「
人
名
詞
＋
ヤ
」）
が
五
例
、「
こ
れ
ヤ
＋
体
言
句
」
が
二
例
、
感

動
詞
の
一
部
と
化
し
た
例
が
二
八
例
み
え
る
。

２ 

調
査
に
あ
た
っ
て
は
万
葉
集
（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）、
及
び
『
萬
葉

集
索
引
』（
塙
書
房
）
を
用
い
る
。
こ
の
他
、
適
宜
古
事
記
歌
謡
、
日
本
書

紀
歌
謡
の
例
を
引
用
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
例
は
『
古
代
歌
謡
集
』（
岩
波
日

本
古
典
文
学
大
系
）
に
よ
る
。
資
料
名
の
記
載
が
な
い
も
の
は
全
て
万
葉
集

か
ら
の
引
用
例
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
に
際
し
て
は
私
に
表
記
を
改
め
た
と

こ
ろ
も
あ
る
。

３ 

こ
の
他
に
「
〜
と
や
」
の
形
式
が
九
例
み
え
る
が
、こ
れ
ら
は
係
り
結
び
「
〜

と
ヤ
―
連
体
形
」
の
発
展
形
と
目
さ
れ
る
た
め
、
拙
稿
「
上
代
語
に
み
る
ヤ

に
よ
る
係
り
結
び
の
異
型
」（『
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
八
二
号
、

二
〇
一
三
年
）
で
取
り
扱
っ
た
。

４ 

『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』（
山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
、
二
〇
〇
一
年
、
明
治

書
院
）「
も
が
（
終
助
詞
）」
の
項
。

５ 

『
日
本
文
法
論
』（
山
田
孝
雄
、
一
九
〇
八
年
、
宝
文
館
）
六
八
〇
頁
。

６ 

『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
４
』「
助
詞
の
構
文
的
機
能
」（
梅
原
恭
則
、

一
九
八
九
年
、
明
治
書
院
）
三
二
五
頁
。

７ 

実
際
「
も
や
」
は
次
例
の
よ
う
に
文
中
に
投
入
さ
れ
る
例
も
観
察
さ
れ
、
こ

の
よ
う
な
場
で
は
間
投
的
性
格
が
一
層
顕
著
で
あ
る
。

・
我
は
も
や
（
母
也
）
安
見
児
得
た
り
皆
人
の
得
か
て
に
す
と
い
ふ
安
見
児

得
た
り
（
巻
二
、九
五
番
、
藤
原
鎌
足
）

・
置
目
も
や
（
母
夜
）　

淡
海
の
置
目　

明
日
よ
り
は　

み
山
隠
り
て　

見
え

ず
か
も
あ
ら
む
（
古
事
記
歌
謡
、
一
一
二
番
）

８ 

注
４
前
掲
辞
典
「
よ
（
間
投
助
詞
）」
の
項
。

（11）
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堀　尾　香代子

９ 

た
と
え
ば
酒
井
憲
二
氏
は
「
間
投
助
詞　

や
・
を
・
ゑ
・
よ
」（『
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
』
第
三
十
五
巻
一
三
号
、一
九
七
〇
年
、至
文
堂
）
の
な
か
で
、「
よ
」

は
「
も
つ
ぱ
ら
相
手
に
向
か
う
」
助
詞
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
助
詞
が

「
せ
よ
」「
見
よ
」
の
如
き
動
詞
の
命
令
形
語
尾
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、「
よ
」
は
間
投
助
詞
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
相
手

意
識
の
強
い
助
詞
な
の
で
あ
る
。

10 

た
と
え
ば
、
野
村
剛
史
氏
は
「
ヤ
に
よ
る
係
り
結
び
の
展
開
」（『
国
語
国
文
』

第
七
〇
巻
一
号
）
に
お
い
て
「
既
に
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、

間
投
・
終
・
係
助
詞
を
通
じ
て
、
ヤ
は
対
・
聞
き
手
的
性
格
の
強
い
助
詞
で

あ
ろ
う
。（
中
略
）
ヤ
に
よ
く
似
た
所
の
あ
る
助
詞
カ
が
対
・
内
容
性
に
傾

く
の
に
比
較
し
て
、
ヤ
は
や
は
り
聞
き
手
に
何
か
働
き
掛
け
よ
う
と
す
る
性

格
が
濃
厚
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。

11 

こ
れ
は
文
中
の
間
投
助
詞
に
お
い
て
も
同
様
で
、
た
と
え
ば
次
の
ａ
の
例
で

は
、「
吾
は
も
よ
」
の
「
も
よ
」
は
「
女
に
し
あ
れ
ば
」
以
下
の
事
実
（
自

身
の
置
か
れ
た
現
状
）
を
聞
き
手
で
あ
る
「
夫
」
に
向
け
念
を
押
す
よ
う
に

訴
え
掛
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
が
、ｂ
の
例
の
「
も
や
」
に
は
、「
も
よ
」

ほ
ど
に
強
い
対
・
聞
き
手
性
は
看
守
さ
れ
ず
、
そ
の
感
動
や
詠
嘆
は
話
し
手

（
言
語
主
体
）
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

ａ
…
吾
は
も
よ
（
與
）
女
に
し
あ
れ
ば　

汝
を
置
て　

男
は
無
し　

汝
を
置

て　

夫
は
無
し
…
（
古
事
記
歌
謡
、
五
番
）

ｂ
我
は
も
や
（
毛
也
）　

安
見
児
得
た
り　

皆
人
の　

得
か
て
に
す
と
い
ふ 

安
見
児
得
た
り
（
巻
二
、九
五
番
、
藤
原
鎌
足
）

12 

『
万
葉
集
助
詞
の
研
究
』（
小
路
一
光
、
一
九
八
八
年
、
笠
間
書
院
）「
第
六
章

　

間
投
助
詞　

第
四
節　

ゑ
」
八
四
七
頁
。

13 

注
９
前
掲
論
文
。

14 

『
古
語
大
辞
典
』（
中
田
祝
夫
他
編
、一
九
八
三
年
、小
学
館
）「
よ
し
（
縦
し
）

〔
副
詞
〕」
の
項
。

15 

注
９
前
掲
論
文
。

16 

『
国
語
助
詞
の
研
究　

助
詞
史
素
描
』（
此
島
正
年
、一
九
七
三
年
、お
う
ふ
う
）

三
七
六
頁
。

17 

注
４
前
掲
辞
典
、「
感
動
副
詞
」
の
項
。

18 

大
野
晋
氏
は
『
文
法
と
語
彙
』（
一
九
八
七
年
、
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
、
間

投
助
詞
の
「
大
部
分
は
、感
動
詞
と
し
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
が
、感
動
詞
は
、

常
に
そ
れ
だ
け
で
文
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
右
の
例
（
堀
尾
注
…
「
淡
海
の

や○

毛
野
の
若
子
」「
か
し
こ
き
や○

御
言
か
が
ふ
り
」）
の
や○

な
ど
は
、
そ
れ
だ

け
で
文
を
な
す
と
言
っ
て
は
言
い
す
ぎ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
は
り

間
投
助
詞
を
認
め
て
お
く
。」（
八
二
頁
）
と
述
べ
る
。

19 

「
間
投
助
詞
か
ら
「
表
情
詞
」
へ
―
終
助
詞
と
間
投
助
詞
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
再

編
―
」（
半
藤
英
明
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
十
三
号
、

二
〇
〇
一
年
）。

〈
参
考
文
献
〉

梅
原
恭
則（
一
九
八
九
）『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
４
』「
助
詞
の
構
文
的
機
能
」

明
治
書
院

大
野
晋
（
一
九
八
七
）『
文
法
と
語
彙
』
岩
波
書
店

小
路
一
光
（
一
九
八
八
）『
万
葉
集
助
詞
の
研
究
』
笠
間
書
院

（12）

『万葉集』にみる非活用語に下接する文末助詞「や」

此
島
正
年
（
一
九
七
三
）『
国
語
助
詞
の
研
究　

助
詞
史
素
描
』
お
う
ふ
う

酒
井
憲
二
（
一
九
七
〇
）「
間
投
助
詞 

や
・
を
・
ゑ
・
よ
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
三
十
五
巻
一
三
号
、
至
文
堂
）

中
田
祝
夫
他
編
（
一
九
八
三
）『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館

野
村
剛
史
（
二
〇
〇
一
）「
ヤ
に
よ
る
係
り
結
び
の
展
開
」（『
国
語
国
文
』
第

七
〇
巻
一
号
）

半
藤
英
明
（
二
〇
〇
一
）「
間
投
助
詞
か
ら
「
表
情
詞
」
へ
―
終
助
詞
と
間
投
助
詞

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
再
編
―
」（『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
十
三

号
）

堀
尾
香
代
子
（
二
〇
一
三
）「
上
代
語
に
み
る
ヤ
に
よ
る
係
り
結
び
の
異
型
」（『
北

九
州
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
八
十
二
号
）

山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
（
二
〇
〇
一
）『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院

（13）
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『万葉集』にみる非活用語に下接する文末助詞「や」

此
島
正
年
（
一
九
七
三
）『
国
語
助
詞
の
研
究　

助
詞
史
素
描
』
お
う
ふ
う

酒
井
憲
二
（
一
九
七
〇
）「
間
投
助
詞 

や
・
を
・
ゑ
・
よ
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

第
三
十
五
巻
一
三
号
、
至
文
堂
）

中
田
祝
夫
他
編
（
一
九
八
三
）『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館

野
村
剛
史
（
二
〇
〇
一
）「
ヤ
に
よ
る
係
り
結
び
の
展
開
」（『
国
語
国
文
』
第

七
〇
巻
一
号
）

半
藤
英
明
（
二
〇
〇
一
）「
間
投
助
詞
か
ら
「
表
情
詞
」
へ
―
終
助
詞
と
間
投
助
詞

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
再
編
―
」（『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
十
三

号
）

堀
尾
香
代
子
（
二
〇
一
三
）「
上
代
語
に
み
る
ヤ
に
よ
る
係
り
結
び
の
異
型
」（『
北

九
州
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
八
十
二
号
）

山
口
明
穂
・
秋
本
守
英
編
（
二
〇
〇
一
）『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院

（13）
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北
九
州
市
立
中
央
図
書
館
蔵
『
連
歌
集
』（
仮
）
に
つ
い
て

　

本
書
は
一
四
種
類
の
連
歌
を
集
め
綴
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、『
西
山
宗

因
独
吟
千
句
』
な
ど
と
合
綴
さ
れ
て
お
り
、
独
立
し
た
本
で
あ
る
こ
と
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
題
簽
も
な
く
適
切
な
名
称
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
た
め
、
今
、
仮
に
『
連
歌
集
』
と
呼
ん
で
お
く
。

　

書
誌
は
次
の
通
り
。

縦
１
１
・９
㎝
×
横
１
９
・７
㎝
、
本
紙
共
紙
表
紙
四
ッ
目
袋
綴
、
題
簽
な

し
。
墨
付
六
四
丁
、
遊
紙
は
後
ろ
に
一
丁
あ
る
。
一
面
一
四
行
。
各
連
歌

の
発
句
を
抜
き
書
き
し
た
目
録
が
あ
る
。
江
戸
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け

て
の
書
写
と
見
ら
れ
る
。

　

目
録
は
次
の
通
り

　
　

あ
ら
ぬ
名
を
か
る
や
天
ひ
こ
時
鳥　
　

宗
祇

　
　

山
柴
に
夕
日
戦
め
く
時
雨
か
な　
　
　

宗
養

　
　

空
に
出
て
見
ん
世
や
幾
世
秋
の
月　
　

肖
柏

　
　

猶
た
の
め
行
衛
も
さ
そ
な
秋
の
菊　
　

昌
程

　
　

か
き
は
ら
ひ
宵
中
の
月
を
御
池
哉　
　

平
松
中
納
言

　
　

霜注
ア
リ朝
の
卉
（
く
さ
の
）は
ち
ゝ
む
日
影
か
な　
　
　

了
意

　
　

秋
更
ぬ
松
の
博
多
の
沖
津
風　
　
　
　

宗
祇

　
　

富独
吟

士
の
根
も
年
ハ
越
け
る
霞
哉　
　
　

〃

　
　

朝
霞
お
ほ
ふ
や
め
く
み
つ
く
は
山　
　

〃

　
　

水三
吟

草
を
夏
の
花
な
る
川
邊
哉　
　
　
　

冬
康

　
　

く独
吟

め
は
澄
く
ま
ぬ
や
に
こ
る
石
清
水　

紹
巴

　
　

処
さ
へ
玉
し
く
芝
の
み
き
わ
か
な　
　

御
製

　
　

あ
ら
き
瀬
の
ミ
あ
ハ
と
成
し
一
葉
哉　

昌
琢

　
　

行独
吟

水
の
氷
は
か
ね
の
ひ
ら
き
か
な　
　

道
徹

　

今
回
は
宗
祇
の
連
歌
の
中
で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い『
博
多
百
韻
』

（
秋
更
ぬ
松
の
博
多
の
沖
津
風
）
を
翻
刻
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ

は
宗
祇
の
『
筑
紫
道
記
』
に
書
か
れ
た
文
明
十
二
年
の
旅
で
博
多
の
龍
宮

寺
（
現
博
多
区
冷
泉
町
）
に
滞
在
し
、
同
年
九
月
二
十
八
日
に
行
っ
た
連

歌
の
興
行
で
あ
る
＊
１
。
原
本
は
享
保
十
七
年
六
月
の
火
災
で
消
失
し
て

し
ま
い
現
存
し
な
い
＊
２
こ
と
か
ら
も
、
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

宗
祇
は
こ
の
旅
に
「
宗
観
」「
宗
賀
」
と
い
う
弟
子
を
連
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
が
、「
宗
観
」
が
後
の
宗
長
で
、こ
の
時
「
宗
観
」
と
名
乗
っ

　
　【
翻
刻
】『
博
多
百
韻
』（
北
九
州
市
立
図
書
館
蔵
『
連
歌
集
』（
仮
）
の
う
ち
）

渡 
瀬 
淳 
子　

（15）




