
中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

田
　
　
中
　
　
雅

口弄
・

目
　
次

は
じ
め
に

「
た
よ
り
」
・
「
た
よ
り
な
し
」
　
に
つ
い
て

「
ぴ
ん
な
し
」
　
に
つ
い
て

漢
字
表
記
の
「
便
」
「
無
便
」
「
使
先
し
」
に
つ
い
て

「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
に
つ
い
て

む
す
び
に
か
え
て

は
　
じ
　
め
　
に

（1）

「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
は
、
類
似
し
た
意
味
を
表
す
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
な
っ

（2）

て
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
の
意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
が
あ
り
、
就
中
松
尾
聴
氏
は
中
古
・
中
世

の
用
例
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
察
と
解
釈
の
作
業
を
通
し
て
、
転
義
〈
気
の
毒
・
か
わ
い
そ
う
〉
に
転
じ
た
の
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら

の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
以
前
の
用
例
は
原
義
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
類
義
関
係
に
あ
る
「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な

り
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
平
安
和
文
作
品
の
例
を
中
心
に
、
そ
の
意
味
の
相
違
点
が
論
じ
ら
れ
た
も
の

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

が
あ （3）
る
。
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二
八

「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
語
「
無
便
」
「
不
便
」
か
ら
発
し
た
語
と
思
わ
れ
、
共
に
字
音
読
の
要
素
「
便
」
を
含
む
。

『
類
衆
名
義
抄
』
に
「
便
」
の
訓
と
し
て
「
タ
ヨ
リ
（
ナ
リ
）
」
〔
悌
上
三
〇
〕
が
、
「
無
」
に
ナ
シ
、
「
不
」
に
ア
ラ
ズ
の
訓
が
あ
り
、
ま
た
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

『
色
葉
芋
類
抄
』
に
「
便
タ
ヨ
リ
宜
使
俸
風
」
が
登
載
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
訓
読
の
可
能
性
と
し
て
、
「
た
よ
り
な
し
」
「
た
よ

り
に
あ
ら
ず
・
た
よ
り
な
ら
ず
」
が
想
定
さ
れ
る
。
（
古
辞
書
類
に
「
無
便
」
は
な
く
、
「
不
便
フ
ヒ
ン
」
〔
黒
川
本
色
葉
芋
類
抄
・
中
巻
・
畳
字
〕
が

確
認
で
き
る
。
）
従
っ
て
、
こ
れ
ら
四
者
が
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
本
邦
に
お
け
る
漢
語
受
容
の
実
態
を
考
え
る
上

で
も
、
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
対
照
さ
れ
る
べ
き
「
た
よ
り
に
あ
ら
ず
・
た
よ
り
な
ら
ず
」

は
見
出
し
難
い
の
で
、
こ
れ
を
除
く
三
者
を
対
象
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

前
述
の
三
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
当
た
り
、
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
な
点
に
興
味
が
惹
か
れ
る
。
本
稿

で
は
主
に
後
半
に
示
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
◇
和
化
漢
文
等
に
お
け
る
「
無
便
」
「
不
便
」
は
、
ど
の
よ
う
な
語
が
漢
字
表
記

さ
れ
た
も
の
で
、
ど
の
よ
う
に
訓
ま
れ
る
べ
き
か
。
◇
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
「
ぴ
ん
」
は
「
便
」
の
字
音
読
語
と
見
ら
れ
る
が
、

当
初
か
ら
漢
語
を
字
音
読
し
た
も
の
か
、
或
い
は
和
語
の
漢
字
表
記
を
経
て
字
音
読
さ
れ
た
も
の
か
。
◇
漢
語
「
便
」
と
和
語
「
た
よ
り
」

と
は
意
味
・
用
法
上
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
同
義
語
か
、
二
形
対
立
の
位
相
語
か
な
ど
。
◇
漢
字
交
り
文
等
に
お
け
る
「
便
元
し
」

表
記
は
、
「
た
よ
り
な
し
」
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
の
ど
ち
ら
の
語
が
意
識
さ
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
、
文
脈
や
意
味
・
用
法
な
ど
に
応
じ
て
訓

み
分
け
る
こ
と
が
可
能
か
。
◇
「
た
よ
り
な
し
」
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
は
、
意
味
・
用
法
上
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
別
語
か
、
二
形

対
立
の
位
相
語
か
。
◇
類
義
語
と
さ
れ
る
「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
の
間
に
あ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
意
味
・
用
法
上
の
共
通
点
や

相
違
点
は
何
か
。
ま
た
、
「
た
よ
り
な
し
」
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
◇
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
に
意
味
の
歴
史
的
変
遷
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
た
よ

り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
に
も
関
連
性
の
あ
る
変
遷
は
あ
る
か
。
或
い
は
、
そ
の
要
因
は
何
か
。

基
本
的
な
興
味
は
、
語
形
上
異
な
る
語
が
、
同
一
の
意
味
と
機
能
を
持
っ
た
ま
ま
、
同
一
資
料
中
や
同
時
代
・
同
一
種
の
文
体
の
他
資
料

に
亘
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
た
り
文
体
的
位
相
語
と
し
て
対
立
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
併
存
す
る
こ
と
が
、
一
般
的
な
事
と
は
思
え
な



い
点
に
あ
る
。
そ
れ
ら
の
語
の
間
に
は
、
異
語
形
を
必
要
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
意
味
・
機
能
の
違
い
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ

（4）

ろ
う
。
以
上
の
問
題
を
考
え
る
為
に
、
ま
ず
中
古
・
中
世
の
和
文
資
料
と
片
仮
名
文
資
料
を
対
象
と
し
、
和
化
漢
文
に
つ
い
て
は
今
後
改
め

て
考
え
た
い
。
尚
、
実
際
に
は
片
仮
名
文
資
料
に
、
斯
か
る
語
の
使
用
が
殆
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
た
よ
り
」
・
「
た
よ
り
な
し
」
に
つ
い
て

「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
は
語
源
的
に
は
「
た
よ
り
」
や
「
ぴ
ん
」
に
否
定
語
「
な
し
」
が
結
び
つ
い
た
形
で
あ
る
。
両
者
が
仮
に

同
義
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
た
よ
り
」
と
「
ぴ
ん
」
と
が
同
義
関
係
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
た
よ
り
」
と
「
ぴ
ん
」
と
の
関

（4）

係
か
ら
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
以
外
の
「
ぴ
ん
」
使
用
例
は
、
次
の
一
例
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。

O
「
あ
さ
ま
し
く
心
よ
り
ほ
か
に
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
ぬ
る
を
、
を
ろ
か
に
な
お
ぼ
し
そ
。
御
あ
や
ま
ち
と
な
ん
思
ふ
。
か
く
参
り
来
る

こ
と
蛸
の
郎
い
と
恩
人
く
あ
ま
た
あ
る
や
う
に
聞
け
ば
い
と
お
し
く
な
ん
。
⊥
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
和
泉
式
部
日
記
〕

「
ぴ
ん
あ
し
」
は
「
ぴ
ん
な
し
」
と
同
義
で
、
共
に
〈
都
合
が
悪
い
〉
意
の
状
況
判
断
・
評
価
表
現
の
語
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
ぴ
ん
」

は
（
都
合
・
利
便
）
の
意
の
名
詞
で
、
和
語
「
た
よ
り
」
と
意
味
的
に
通
づ
る
よ
う
に
は
解
釈
で
き
な
い
。
「
ぴ
ん
」
と
同
義
と
認
め
ら
れ
、

同
用
法
の
名
詞
と
し
て
は
漢
語
「
便
宜
（
ぴ
ん
ぎ
）
」
が
あ
る
。
和
文
資
料
等
に
は
殆
ど
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
拾
え
る
。

O
「
い
か
に
、
そ
の
部
屋
は
あ
く
や
と
、
い
み
じ
く
な
ん
。
な
ほ
ぴ
ん
ぎ
あ
ら
ば
告
げ
ら
れ
よ
。
さ
り
ぬ
べ
く
は
、
必
ず
ノ
＼
奉
り
給
ひ

て
、
御
か
へ
り
あ
ら
ば
、
な
ぐ
さ
む
べ
き
。
い
と
あ
は
れ
な
る
こ
と
を
思
ふ
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
落
窪
物
語
・
巻
＝

ぴ
ん
ぎ

○
か
く
て
わ
た
ら
せ
給
け
る
が
、
御
む
ほ
ん
の
御
く
は
だ
て
の
▼
～
ち
は
、
便
宜
あ
L
か
ら
ん
な
ど
ゝ
て
…

〔
保
元
物
語
・
上
〕

先
の
「
ぴ
ん
あ
し
」
と
右
例
の
「
便
宜
あ
し
」
と
の
間
に
意
味
上
の
相
違
は
見
出
し
難
い
。
こ
の
よ
う
な
「
ぴ
ん
ぎ
」
は
、
源
氏
物
語
等
で

は
皆
無
で
あ
り
、
漢
字
交
り
文
で
も
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
今
昔
物
語
集
で
四
例
、
十
訓
抄
で
一
例
、
延
慶
本
平
家
物
語
で
も
一
三
例
が
使

用
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
味
も
極
め
て
限
定
的
で
、
い
ず
れ
の
場
合
も
〈
都
合
・
利
便
・
好
機
〉
の
意
味
で
把
握
さ
れ
る
。

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
二
九
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そ
こ
で
、
比
較
対
照
の
た
め
に
、
和
語
「
た
よ
り
」
が
実
際
の
文
脈
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
解
釈
で
き
る
か
を
整
理
し
た
の
が
次
の
表

で
あ
る
。
「
た
よ
り
」
の
内
容
が
、
具
体
的
に
表
現
さ
れ
た
り
想
定
で
き
た
り
す
る
場
合
は
別
と
し
て
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
り
漠
然
と

し
た
事
物
や
人
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
は
様
々
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
つ
の
用
例
が
複
数
の
意
味
項
目
に
分
類
し
得
る
場
合

も
で
て
く
る
。
尚
、
表
中
の
記
号
は
、
意
味
解
釈
の
妥
当
性
が
高
く
用
例
の
多
い
順
に
、
◎
○
△
を
以
て
示
し
た
。
表
に
見
る
よ
う
に
、
和

語
「
た
よ
り
」
が
漢
語
「
ぴ
ん
」
「
便
宜
」
と
重
な
る
意
味
と
し
て
解
釈
で
き
る
例
は
極
め
て
少
な
い
。
和
語
「
た
よ
り
」
が
名
詞
と
し
て
多

伝
達

運

・
幸
運

都
合

機
会

手
段

資
力

頼
み
の

緑

・
手 用

例
数

料資味意内
容

’
利
便

’
好
機

’
方
法

‘
財
力

物

・
人

掛
か
り

△

○

△

△

△

△

△

△

○

○

○

△

△

○

○

△

△

◎

○ 2 記［□佐土

○

○

◎

◎

◎ 21 語物中平

○ ○ 4 語物窪落

○ ◎ 21 記日輪購

○

○

〇

〇

〇

◎

4

1

1

51

詞

子

記

譜

［口

誓

…

…

三

枕

和

源

△

△

云

○ ◎ 9 語物花栄

○ ◎ 8 覚寝の夜

○ ○ ◎ 8 語物言納中松浜

○ ○ ○ 4 記日放更

○ ○ ◎ 81 語物衣狭

◎

○

△

△

・

○

○

△

△

◎

○

○

△

〇

〇

〇

◎

○

◎

68

1

18

集

集

集

語

詰

物

聞

説

昔

本

今

打

古

○

○

〇

〇

〇

1

2

10

語

語

語

物

物

鋤

元

治

柑

保

平

宇

○ ○ ◎ 93 語物家平本慶延

△ △ △ ○ ○ 7 抄訓十

△ ○ ○ ◎ 52 n
ソたがずまと



様
な
意
味
を
担
う
情
況
か
ら
見
て
も
、
意
味
的
に
「
た
よ
り
」
が
「
ぴ
ん
」
「
ぴ
ん
ぎ
」
を
内
包
す
る
と
は
見
な
せ
て
も
、
一
対
二
的
な
対
応

を
す
る
同
義
関
係
の
単
純
な
位
相
語
と
は
見
な
せ
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
「
た
よ
。
な
し
」
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
は
そ
の
意
味
・
機
能
を
異
に
す
る
と
見
る
方
が
現
実
的
で
あ
る
。
即
ち
、
「
た

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

よ
。
な
し
」
は
、
「
た
よ
。
」
が
「
な
い
」
と
い
う
主
述
関
係
で
二
語
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
・
機
能
が
顕
在
化
し
て
お
。
、
単
に
或
る
状
況
を
叙

述
す
る
用
法
が
基
本
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
＝
霜
当
の
資
格
で
機
能
す
る
二
足
の
価
値
判
断
に
基
づ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
た
評
価
表
現
の
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
た
よ
。
な
し
」
に
も
＝
蒜
相
当
の
資
格
で
情
意
表
現
に
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
例
が
少
数
な

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

が
ら
存
す
る
。
「
た
よ
り
な
し
」
七
九
例
中
の
一
〇
例
（
1
3
％
）
で
あ
る
。

O
「
…
日
ご
ろ
は
山
寺
に
ま
か
り
歩
き
て
な
ん
。
い
と
た
よ
り
な
く

ら
ん
と
て
な
ん
帥
の
宮
に
参
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
」

つ
れ
ノ
＼
に
思
た
ま
ふ
ら
る
れ
ば
、
郷
か
は
り
に
も
見
た
て
ま
つ

〔
和
泉
式
部
日
記
〕

た
よ
り

O
「
無
恵
の
者
ど
も
や
。
我
は
兄
な
れ
ば
前
に
立
て
ゆ
か
ん
と
頼
し
く
こ
そ
思
ひ
っ
ら
め
。
少
き
心
共
に
さ
こ
そ
雷
ぐ
思
ふ
ら
め
、
膿

而
追
付
て
、
死
出
山
・
三
途
の
河
と
か
や
を
ば
引
越
ん
ず
る
よ
。
」

O
「
…
…
け
ふ
は
萬
を
す
て
ゝ
参
り
候
つ
る
な
り
。
か
く
た
よ
り
な
く
お

し
ま
し
通
ひ
て
四
五
日
づ
ゝ
も
お
は
し
ま
せ
か
し
。
…
…
」

O
「
…
…
世
に
捨
て
ら
れ
、
た
よ
り
な
し
と
て
、

ま
た
異
君
に
も
仕
へ
、

を
せ
ば
、
亡
き
後
な
り
と
も
不
孝
の
身
と
思
べ
し
。
…
⊥

〔
保
元
物
語
・
下
（
傍
線
部
以
外
の
振
り
仮
名
は
割
愛
）
〕

は
し
ま
す
と
な
ら
ば
、
あ
や
し
く
と
も
、
ゐ
て
候
所
に
も
お
は

〔
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
九
〕

も
し
は
い
か
な
る
人
の
家
に
も
立
ち
寄
り
て
、
世
に
住
む
わ
ざ

〔
と
は
ず
が
た
り
・
巻
〓

O
「
我
も
と
へ
」
と
て
あ
り
し
か
ど
も
中
く
む
つ
か
し
く
て
、
近
き
ほ
ど
に
宿
を
取
り
て
侍
し
か
ば
「
た
よ
り
な
く
や
」
な
ど
さ
ま
く

訪
ひ
を
こ
せ
た
る
に
、

〔
と
は
ず
が
た
り
・
巻
四
〕

右
例
は
単
な
る
「
た
よ
。
」
が
「
な
い
」
と
い
う
状
況
の
叙
述
で
は
な
く
、
〈
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
〉
と
い
う
心
理
的
叙
述
（
情
意
表
現
）

と
解
釈
で
き
る
。
後
述
す
る
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
の
違
い
は
、
二
足
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
評
価
表
現
で
な
い
こ
と
と
、

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
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四
三
二

情
意
主
体
（
感
情
を
抱
い
た
主
体
）
自
身
の
内
面
的
な
情
意
表
現
で
、
他
者
の
心
情
を
推
量
す
る
場
合
も
情
意
主
体
の
内
面
で
主
観
的
に
判
断

し
た
情
意
（
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
）
の
表
現
で
あ
る
点
に
あ
る
。
「
た
よ
り
な
し
」
と
い
う
感
情
を
抱
い
た
主
体
者
が
、
主
体
者
側
の
状

況
を
、
主
体
者
側
に
と
っ
て
の
情
意
的
評
価
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ぴ
ん
な
し
」
　
に
つ
い
て

今
回
の
調
査
範
囲
内
で
、
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
評
価
表
現
に
用
い
ら
れ
、
一
語
相
当
の
資
格
で
機
能
し
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
。
「
ぴ
ん
」

が
単
独
で
用
い
ら
れ
た
例
は
見
出
せ
な
い
も
の
の
、
先
学
に
よ
っ
て
「
ぴ
ん
」
＋
「
な
し
」
と
い
う
主
述
関
係
に
あ
る
二
語
の
連
語
（
～
が
な

い
）
と
解
釈
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
多
く
の
「
た
よ
り
な
し
」
が
、
状
況
叙
述
の
表
現
に
用
い
ら
れ
、
「
た
よ
り
」
＋
「
な
し
」
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
同
様
の
連
語
「
ぴ
ん
な
し
」
と
の
間
に
意
味
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
あ
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

O
「
我
い
ふ
こ
と
同
じ
心
に
答
へ
た
る
子
こ
そ
な
け
れ
」
と
の
給
へ
ば
、
少
将
例
の
腹
立
給
ひ
ぬ
と
見
て
「
何
し
に
か
は
、
い
ひ
あ
は
せ

給
ふ
ぴ
ん
な
け
れ
ば
、

し
か
申
侍
給
ふ
に
、
か
く
さ
い
な
む
は
い
と
こ
そ
苦
し
け
れ
」
と
て
、
　
　
　
　
　
　
〔
落
窪
物
語
・
巻
四
〕

○
（
宰
相
を
）
う
ち
見
つ
け
給
に
、
お
ぼ
つ
か
な
く
、
い
ぶ
せ
き
事
ど
も
の
騒
が
し
く
、
ま
ざ
れ
て
、
え
も
間
ひ
や
ら
ず
、
た
ゞ
お
は
か
た

に
目
を
つ
け
て
、
見
お
こ
せ
ノ
＼
し
給
を
、
中
将
は
心
え
な
が
ら
、
ぴ
ん
な
く
て
え
き
こ
え
ず
。

〔
夜
の
寝
覚
・
巻
二
〕

古
典
大
系
で
は
「
い
ひ
あ
は
せ
給
ふ
ぴ
ん
な
け
れ
ば
」
を
（
ご
相
談
な
さ
る
相
手
が
な
い
の
で
）
と
し
、
「
ぴ
ん
」
を
（
頼
み
に
な
る
人
）
と

解
釈
す
る
。
し
か
し
、
「
何
し
に
か
は
、
い
ひ
あ
は
せ
給
ふ
。
ぴ
ん
な
け
れ
ば
、
⊥
と
見
れ
ば
、
↓
ぴ
ん
な
し
」
は
一
語
相
当
の
状
況
判
断
・

評
価
の
語
と
見
得
る
。
二
例
日
も
、
大
系
で
は
（
折
・
機
会
が
な
く
て
）
と
い
う
状
況
叙
述
の
表
現
と
解
す
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
周
囲
の

目
が
気
に
な
っ
た
為
に
（
体
裁
・
都
合
が
悪
く
て
）
と
い
う
状
況
判
断
・
評
価
の
表
現
と
見
た
方
が
良
い
。
い
ず
れ
も
「
な
し
」
が
不
存
在

の
形
容
詞
と
し
て
の
意
味
を
実
質
的
に
は
失
い
、
意
味
上
も
機
能
上
も
「
ぴ
ん
な
し
」
で
〓
詣
相
当
に
機
能
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

○
い
と
清
げ
に
て
御
粥
ま
ゐ
り
た
り
、
御
手
水
と
り
具
し
て
ま
ゐ
り
た
り
「
あ
や
し
う
、
び
な
し
と
聞
き
し
は
ど
よ
り
は
」
と
お
ぼ
す
。



女
君
は
い
と
あ
や
し
う
い
か
で
と
思
ひ
給
へ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
落
窪
物
語
・
巻
こ

○
か
の
白
き
米
多
く
に
か
へ
て
御
重
ま
ゐ
り
に
来
ぬ
。
物
の
く
さ
は
ひ
は
な
ら
び
た
れ
ば
、
少
将
の
君
、
鴫
瑚
吊
と
の
み
聞
き
し
に
、
い

と
心
に
く
ゝ
お
ぼ
す
。
女
君
も
い
か
な
る
ら
ん
と
お
ぼ
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
落
窪
物
語
・
巻
〓

右
例
は
（
資
力
が
な
い
・
不
如
意
で
あ
る
）
の
意
に
解
釈
で
き
る
。
前
衷
に
も
見
た
よ
う
に
、
「
た
よ
り
」
に
（
資
力
・
財
力
）
の
意
味
が
あ

り
、
説
話
資
料
の
「
た
よ
り
な
し
」
は
（
資
力
が
な
い
）
の
意
に
解
せ
る
も
の
が
多
い
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
に
は
右
例
以
外
に
見
出
せ
な
い
。

た
だ
、
斯
か
る
意
味
の
「
た
よ
り
な
し
」
が
多
く
連
体
修
飾
（
た
よ
り
な
き
女
）
や
連
用
修
飾
（
た
よ
り
な
く
な
り
ぬ
）
の
語
と
し
て
状
況
叙
述

の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
右
例
「
ぴ
ん
な
し
」
は
述
語
で
あ
り
、
表
現
主
体
が
判
断
・
評
価
す
る
表
現
で
あ
る
点
で
異
な
る
。
即

ち
、
「
た
よ
り
な
し
」
が
基
本
的
に
単
な
る
状
況
の
叙
述
表
現
に
用
い
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
ぴ
ん
な
し
」
の
最
も
大
き
く
異
な
る
特

徴
は
、
［
〓
正
の
基
準
を
持
っ
た
価
値
判
断
に
よ
っ
て
行
う
評
価
表
現
］
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
点
に
あ
る
。

次
に
、
斯
か
る
［
基
準
］
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
題
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
為
に
、
或
る
対
象
を
評
価
す
る
の
に
、
「
ぴ
ん
な

し
」
だ
け
で
な
く
、
他
の
評
価
語
を
並
列
し
て
用
い
な
が
ら
表
現
し
た
次
の
よ
う
な
例
が
参
考
に
な
る
。
同
一
人
物
が
、
同
じ
対
象
を
、
同

一
文
中
で
評
価
し
た
表
現
で
あ
れ
ば
、
そ
の
基
準
や
評
価
内
容
は
同
一
か
極
め
て
類
似
し
た
性
格
の
も
の
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

O
「
…
上
の
い
み
じ
く
世
を
み
だ
れ
思
し
た
る
気
色
な
る
を
、
か
く
の
み
思
ひ
う
か
れ
給
へ
る
御
気
色
を
見
給
ふ
が
、
い
か
に
い
と
安
げ

な
く
思
ら
ん
か
し
。
た
が
御
た
め
に
も
、
い
み
じ
く
び
ん
な
く
も
見
ぐ
る
し
く
あ
る
こ
と
の
さ
ま
か
な
…
」
　
　
〔
夜
の
寝
覚
・
巻
こ

○
お
し
た
ち
い
ら
む
こ
と
は
、
さ
ば
か
り
の
人
の
ひ
と
つ
に
は
ま
こ
と
に
臥
い
た
べ
か
め
る
に
、
さ
ま
あ
し
く
び
ん
な
か
る
ぺ
け
れ
ば
、

宮
の
思
し
め
し
、
人
の
言
ひ
お
ど
ろ
き
申
さ
む
事
も
く
る
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
夜
の
寝
覚
・
巻
四
〕

O
「
…
さ
き
の
世
の
ち
ぎ
り
、
の
が
れ
が
た
く
思
ひ
知
ら
る
ゝ
事
な
れ
ど
も
、
さ
り
と
て
我
が
た
め
人
の
た
め
今
更
い
と
あ
ひ
な
く
び
な

か
る
べ
き
わ
ざ
な
る
を
、
み
こ
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
み
だ
れ
、
お
し
み
き
こ
え
給
さ
ま
…
」
　
　
　
　
〔
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
〓

○
耳
に
も
聞
入
れ
ぬ
に
、
す
こ
し
こ
と
は
り
な
れ
ど
「
い
み
じ
く
あ
る
ま
じ
く
び
ん
な
き
こ
と
と
言
へ
ど
も
、
い
と
か
く
L
も
あ
る
べ
き

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
三
三
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事
か
」
と
心
憂
け
れ
ど
、
わ
れ
も
人
に
ひ
と
目
も
つ
ゝ
ま
ず
。

○
姫
君
も
「
わ
が
身
は
か
く
て
過
ぐ
る
、
い
と
ぴ
ん
な
く
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
か
し
。

ぽ
せ
ば

四
三
四

〔
夜
の
寝
覚
・
巻
二

人
も
か
な
ら
ず
さ
ぞ
き
～
思
ら
ん
」
と
の
み
お

〔
浜
松
中
納
言
物
語
・
巻
三
〕

○
川
原
こ
テ
「
去
来
我
等
熟
キ
ニ
水
浴
ム
」
ト
一
人
ノ
検
非
違
使
ノ
云
ケ
レ
バ
…
検
非
違
使
此
レ
ヲ
見
テ
「
此
レ
吏
二
不
有
マ
ジ
キ
事
也
。
糸
便
元
シ
。

軽
々
二
何
ナ
ル
検
非
違
使
力
川
原
ニ
テ
水
ハ
浴
ム
。
馬
飼
フ
童
部
ナ
ド
様
二
穴
異
様
」
ト
云
テ
　
　
　
　
　
　
　
〔
今
昔
物
語
集
・
巻
二
九
〕

い
ず
れ
の
場
合
も
、
併
用
さ
れ
る
他
の
語
「
み
ぐ
る
し
」
「
さ
ま
あ
し
」
「
あ
い
な
し
」
「
あ
る
ま
じ
」
等
が
、
直
接
心
理
的
な
感
情
と
は
結
び

つ
か
な
い
客
観
的
な
評
価
語
で
あ
る
。
特
に
同
じ
対
象
を
「
あ
る
ま
じ
」
で
も
評
し
な
が
ら
併
用
さ
れ
た
用
例
は
多
く
、
典
型
的
に
そ
の
特

徴
を
示
す
。
即
ち
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
価
値
判
断
の
基
準
は
、
極
め
て
理
性
的
で
客
観
的
二
般
的
な
道
理
（
常
識
・
条
理
・
適
正
）
の
如

き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
併
用
さ
れ
た
語
と
の
関
係
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
ぴ
ん
な
し
」
も
［
理
性
的
・
論
理
的
基
準
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

る
客
観
的
評
価
表
現
］
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
て
い
る
と
捉
え
得
る
。

し
か
し
、
「
ぴ
ん
な
し
」
が
決
し
て
情
意
的
な
評
価
表
現
に
用
い
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
理
性
的
・
論
理
的
な
評
価
表
現
に

用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
主
観
的
評
価
表
現
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
感
情
を
表
出
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
も
の
も
あ
る
。

○
い
と
嬉
し
げ
に
思
し
た
る
を
見
給
ふ
に
「
宮
の
御
為
に
も
い
と
ノ
＼
お
し
う
、
自
ら
の
た
め
に
は
ま
こ

と
煩
は
し
う
ぴ
ん
な
か
べ
き
こ
と
」

と
し
う
も
と
り
な
さ
れ
ば
、
い

〔
狭
衣
物
語
・
巻
三
〕

或
る
状
況
（
噂
が
事
実
の
よ
う
に
と
ら
れ
る
こ
と
）
を
め
ぐ
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
情
意
的
評
価
表
現
に
は
「
い
と
は
し
」
（
気
の
毒
だ
）
を
用

い
、
自
分
に
関
わ
る
評
価
に
は
「
ぴ
ん
な
し
」
を
用
い
る
。
こ
れ
を
「
い
と
は
し
」
と
同
じ
よ
う
な
情
意
表
現
と
見
て
よ
け
れ
ば
、
（
不
愉
快

だ
・
迷
惑
だ
）
の
意
に
な
り
、
「
ぴ
ん
な
し
」
に
お
け
る
情
意
を
含
む
評
価
の
特
徴
を
典
型
的
に
示
す
例
と
捉
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
（
気
の

毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
い
う
情
意
的
評
価
表
現
は
、
或
る
状
況
を
相
手
側
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
と
と
評
価
し
て
、
評
価
者
が
相

手
側
に
気
持
ち
を
向
け
て
自
ら
も
心
理
的
に
同
化
し
た
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ぴ
ん
な
し
」
の
（
不
愉
快
だ
・
迷
惑
だ
）



の
場
合
は
、
前
例
の
如
き
表
現
主
体
と
評
価
者
が
同
一
人
物
で
あ
る
場
合
は
勿
論
、
両
者
が
一
致
し
な
い
次
例
の
如
き
場
合
も
、
評
価
者
が

評
価
者
側
の
こ
と
と
し
て
情
意
的
評
価
を
し
た
表
現
と
見
得
る
。
い
わ
ば
当
事
者
的
な
情
意
表
現
が
「
ぴ
ん
な
し
」
に
お
け
る
情
意
的
評
価

表
現
の
特
徴
で
あ
る
。
斯
か
る
点
で
「
た
よ
り
な
し
」
や
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。

○
美
濃
狐
亦
畢
ア
間
フ
ニ
不
答
へ
。
遂
二
四
度
間
フ
ニ
尾
張
ノ
女
答
へ
テ
云
「
我
レ
来
レ
ル
方
ヲ
不
知
」
ト
其
時
美
濃
狐
此
ノ
言
ヲ
便
無
シ
ト
思
テ
尾
張
ノ

女
ヲ
罰
ム
ト
シ
テ
立
寄
ル
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
今
昔
物
語
集
・
巻
二
三
〓
止
日
本
霊
異
記
で
「
無
礼
」
］

従
っ
て
、
「
ぴ
ん
な
し
」
を
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
同
じ
よ
う
に
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
解
釈
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
基
本
的
な
両

者
の
相
違
点
が
指
摘
で
き
る
以
上
、
可
能
な
ら
ば
そ
の
差
異
を
配
慮
し
た
解
釈
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
に

つ
い
て
は
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
が
、
先
学
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
な

ど
と
同
じ
よ
う
な
感
情
の
表
出
と
見
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
新
大
系
注
（
3
5
1
頁
）
に
「
旧
大
系
、
「
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
解
し
、
諸
注

も
こ
れ
に
従
う
も
の
が
多
い
が
、
存
疑
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
は
本
来
的
な
「
ぴ
ん
な
し
」
の
用
法
と
し
て
、
（
不
条
理
・
不
適
切
）
で
あ
る

こ
と
を
諌
め
た
理
性
的
状
況
評
価
の
語
と
見
る
べ
き
で
、
情
意
表
現
（
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
は
見
難
い
。

O
「
今
よ
り
後
、
老
法
師
と
て
あ
な
づ
り
そ
。
い
と
ぴ
ん
な
き
こ
と
な
り
」
と
い
ひ
て
、

〔
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
一
四
〕

○
み
か
ど
き
こ
し
め
し
あ
ま
り
て
「
こ
の
を
の
こ
ど
も
の
こ
れ
を
か
く
笑
ふ
、
ぴ
ん
な
き
こ
と
な
り
。
父
の
御
子
聞
て
制
せ
ず
と
て
我
を

う
ら
み
ざ
ら
ん
や
」
な
ど
仰
ら
れ
て
、

〔
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
〓
〕

漢
字
表
記
の
「
便
」
「
無
便
」
「
便
元
し
」
に
つ
い
て

「
た
よ
り
」
と
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
漢
字
交
り
文
で
は
仮
名
表
記
さ
れ
た
も
の
が
殆
ど
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
便
」
と
「
無

便
」
「
便
元
し
」
の
漢
字
表
記
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
「
無
便
」
「
便
元
し
」
は
、
訓
読
す
る
か
音
読
す
る
か
に
よ
っ
て
、
「
た
よ
り
な
し
」
と

も
「
ぴ
ん
な
し
」
と
も
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
和
文
資
料
に
お
け
る
両
者
の
意
味
・
用
法
は
異
な
る
。
そ
こ
で
、
「
無
便
」

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
五
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「
使
先
し
」
は
「
た
よ
り
な
し
」
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
の
ど
ち
ら
の
語
が
意
識
さ
れ
た
も
の
か
、
或
い
は
両
者
を
同
じ
表
記
に
し
た
も
の
だ

と
す
れ
ば
、
読
み
分
け
を
可
能
に
す
る
基
準
等
が
あ
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
が
問
題
と
な
る
。

ま
ず
、
漢
字
表
記
「
便
」
と
「
た
よ
り
」
「
ぴ
ん
」
と
の
関
係
か
ら
検
討
す
る
と
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
の
「
便
」
に
、
（
利
便
・
都
合
の

良
さ
）
を
意
味
す
る
漢
語
「
便
宜
」
に
相
当
し
、
「
ぴ
ん
」
と
訓
む
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
名
詞

用
法
の
「
た
よ
り
」
と
「
ぴ
ん
」
と
を
明
確
に
訓
じ
分
け
得
る
よ
う
な
基
準
は
求
め
難
い
が
、
仮
名
文
字
作
品
の
「
た
よ
り
」
に
は
（
利
便
・

都
合
の
良
さ
）
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
べ
き
積
極
的
な
判
断
材
料
が
得
ら
れ
ず
、
少
な
く
と
も
「
た
よ
り
」
単
独
で
、
（
利
便
・
都
合
の
良
さ
）

を
意
味
す
る
確
か
な
例
は
確
認
で
き
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
な
例
は
漢
語
「
ぴ
ん
」
と
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

〇
七
道
諸
－
国
之
調
貢
、
万
物
運
上
之
側
＝
宰

l
西
二
河
ア
テ
東
二
津
ア
リ
。
便
無
煩
パ
若
シ
移
ラ
バ
余
所
嘉
テ
有
後
悔
一
欺
。

〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
二
末
〕

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
は
和
文
の
単
独
用
例
「
た
よ
り
」
に
な
い
（
道
理
・
理
由
）
を
意
味
す
る
「
便
」
で
、
こ
れ
も
「
ぴ
ん
」
と
訓
む
べ

き
か
と
思
わ
れ
る
。
和
文
に
お
け
る
用
法
と
の
共
通
性
を
求
め
る
な
ら
ば
、
「
ぴ
ん
な
し
」
が
理
性
的
・
論
理
的
価
値
判
断
に
よ
る
評
価
表
現

に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
分
析
的
に
「
ぴ
ん
」
に
そ
の
理
性
的
・
論
理
的
な
基
準
の
一
つ
と
し
て
の
（
道
理
・
理
由
）
の
意
味

が
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
前
例
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
和
文
資
料
に
単
独
の
「
ぴ
ん
」
は
な
い
も
の
の
、
和
漢
混
清
文
に
は
名

詞
の
漢
語
「
ぴ
ん
」
が
存
し
た
可
乾
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

O
「
左
青
龍
右
白
虎
前
朱
雀
後
玄
武
、
四
神
相
應
ノ
地
也
。
尤
帝
都
ヲ
定
給
バ
ン
ニ
芳
便
ア
リ
」
ト
〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
二
中
〕

『
十
訓
抄
』
で
は
「
タ
ヨ
リ
」
「
便
り
」
「
便
」
「
便
ナ
シ
」
「
不
便
」
が
あ
る
が
、
表
記
の
面
か
ら
「
ぴ
ん
な
し
」
の
確
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
仮
名
書
き
の
「
ビ
ン
ナ
シ
」
は
な
い
。
し
か
し
、
次
の
例
は
他
資
料
と
の
比
較
か
ら
も
意
味
用
法
上
も
「
ぴ
ん
な
し
」
と
解
釈

で
き
る
。
単
な
る
状
況
説
明
で
も
、
当
事
者
的
な
情
意
表
現
（
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
）
で
も
な
く
、
〓
走
の
基
準
に
基
づ
く
価
値
判
断

が
な
さ
れ
た
評
価
表
現
と
見
得
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
「
タ
ヨ
リ
（
モ
）
ナ
シ
」
二
例
と
「
便
ナ
シ
」
三
例
と
を
比
較
し
て
も
、
仮
名
書
き



例
は
、
「
ホ
ノ
メ
カ
ス
タ
ヨ
リ
モ
ナ
ク
テ
」
の
如
く
他
の
名
詞
用
法
「
た
よ
り
」
と
同
様
に
連
体
修
飾
語
を
承
け
て
「
な
し
」
に
対
し
て
主
語

資
格
に
立
つ
の
に
対
し
、
次
の
「
便
ナ
シ
」
は
一
語
相
当
に
機
能
し
た
判
断
・
評
価
表
現
の
語
と
な
っ
て
い
る
。

○
柳
口
入
ヲ
申
タ
リ
ケ
ル
ヲ
、
俊
頼
腹
タ
～
シ
キ
気
ニ
テ
・
「
ヲ
ノ
レ
カ
ヤ
ウ
ナ
ル
侍
ナ
ト
ハ
、
タ
～
コ
ソ
居
タ
レ
。
公
達
ノ
物
仰
ラ
ル
～

こ
、
サ
シ
ラ
ヘ
ス
ル
ヤ
ウ
ヤ
ハ
ア
ル
。
ア
ラ
便
ナ
」
ト
云
ケ
レ
ハ
、
明
兼
ニ
カ
リ
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
〔
十
訓
抄
・
巻
二

〇
「
…
出
家
ウ
チ
シ
テ
片
方
二
居
給
タ
レ
カ
シ
」
ト
ウ
チ
ッ
フ
ヤ
キ
ナ
カ
ラ
「
細
二
承
リ
ヌ
。
次
テ
侍
二
奏
シ
侍
ル
へ
シ
。
此
ホ
ト
イ
タ

ハ
ル
事
有
テ
ナ
ン
。
カ
ク
テ
聞
侍
ル
。
イ
ト
便
ナ
ク
侍
ト
間
エ
ヨ
」
ト
ア
ル
ヲ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
同
・
巻
七
〕

『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
も
同
様
に
「
ぴ
ん
な
し
」
の
確
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
仮
名
表
記
の
「
ビ
ン
ナ
シ
」
は
な
く
、
「
ぴ
ん
な
し
」
で
あ

る
可
能
性
を
持
つ
表
記
に
は
「
便
ナ
シ
」
四
例
と
「
無
便
」
三
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
用
法
か
ら
は
、
い
ず
れ
も
和
文
語
の
「
た

よ
り
な
し
」
が
漢
字
表
記
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
無
便
」
表
記
の
語
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

O
「
…
左
中
将
清
経
モ
海
中
二
沈
ミ
、
備
中
守
師
盛
モ
一
谷
ニ
テ
被
打
ヌ
。
惟
盛
サ
エ
又
カ
ク
成
ヌ
。
如
何
計
無
便
恵
ズ
ラ
ム
。
遂
二

可
遁
ナ
ラ
ネ
バ
思
立
ヌ
ト
申
セ
」
ト
テ
御
涙
又
セ
キ
ア
エ
ズ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
五
末
〕

O
「
…
…
備
中
守
モ
打
レ
給
ヌ
。
惟
盛
モ
カ
ク
成
レ
バ
イ
ト
ゞ
如
何
無
便
恵
給
ハ
ム
ズ
ラ
ン
ト
心
苦
コ
ソ
」
　
　
　
〔
同
・
巻
五
末
〕

O
「
…
王
照
君
ガ
王
宮
ヲ
出
テ
、
胡
国
二
趣
テ
十
九
年
マ
デ
歎
ケ
ム
モ
、
我
身
ニ
テ
コ
ソ
思
知
ラ
レ
侍
レ
。
捨
ガ
タ
カ
リ
シ
都
へ
再
立

帰
タ
レ
ド
モ
昔
ノ
様
二
不
覚
。
七
世
之
里
二
帰
リ
ケ
ム
人
モ
カ
ク
ヤ
無
便
一
侍
ケ
ム
。
…
⊥
　
　
　
　
　
　
　
〔
同
・
巻
六
末
〕

い
ず
れ
も
評
価
者
（
表
現
主
体
と
は
二
致
し
な
い
）
が
自
身
に
と
っ
て
「
無
便
」
と
評
価
す
る
表
現
で
あ
る
。
心
理
的
判
断
・
評
価
の
情
意
表

現
と
も
見
得
る
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
や
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
よ
う
な
或
る
〓
疋
の
基
準
に
基
づ
い
て
の
判
断
・
評
価
で
は
な
い
。
評
価
者
が
自

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ら
の
（
頼
み
と
な
る
も
の
が
な
い
）
状
態
を
叙
述
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
自
分
に
と
っ
て
の
心
理
状
況
と
し
て
表
現
し
た
当
事
者
的
情
意
表

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

現
と
し
て
見
る
と
（
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
）
の
意
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
意
味
的
に
も
そ
の
表
現
の
特
徴
か
ら
も
「
た
よ
り

な
し
」
　
に
通
ず
る
。

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
三
七
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〇
此
人
々
露
命
消
ヤ
ラ
メ
ヲ
惜
ベ
シ
ト
ニ
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
、
朝
ナ
タ
ナ
ヲ
訪
ベ
キ
人
、
人
モ
従
付
ヌ
身
共
ナ
レ
バ
、
…
…
水
ヲ
結
ハ
ム
ト

テ
沢
辺
二
疲
ル
ゝ
ヲ
リ
モ
ア
リ
。
サ
コ
ソ
便
ナ
ク
悲
シ
カ
リ
ケ
メ
。
押
バ
カ
ラ
レ
テ
無
漸
也
。
　
　
　
〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
一
末
〕

「
便
ナ
シ
」
表
記
四
例
中
の
三
例
が
客
観
的
状
況
叙
述
の
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
右
一
例
は
「
悲
シ
」
と
併
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

心
理
的
情
意
表
現
（
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
）
の
意
と
見
得
る
。
表
現
主
体
が
第
三
者
的
に
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
評
す
る

後
続
の
「
押
バ
カ
ラ
レ
テ
矧
㈲
也
」
と
は
、
対
照
的
に
そ
の
表
現
の
特
徴
を
異
に
す
る
。
「
ぴ
ん
な
し
」
と
解
釈
す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
が
、
表
現
上
の
特
徴
か
ら
は
や
は
り
「
ぴ
ん
な
し
」
で
は
な
く
、
↓
た
よ
り
な
し
」
の
情
意
表
現
と
見
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。

更
に
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
五
三
例
の
「
便
元
シ
」
が
あ
る
。
そ
の
内
「
便
（
ヨ
）
リ
元
シ
」
表
記
六
例
を
含
む
二
九
例
が
和
語
「
た
よ
り

な
し
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
多
く
は
「
連
体
修
飾
語
（
句
）
＋
便
元
」
（
二
二
例
）
で
あ
り
、
且
つ
「
連
体
修
飾
語
（
句
）
＋
便
」
と
「
元
」
と

が
主
述
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
連
体
修
飾
語
（
句
）
を
承
け
な
い
例
で
も
「
父
母
ナ
ン
ト
モ
元
カ
リ
ケ
レ
ハ
物
云
懸
ル
人
ナ
ト
モ
元
ク
テ
便
ヨ
リ
元
カ
リ
ケ
ル

マ
ゝ
ニ
」
〔
巻
一
七
〕
、
「
如
此
ク
便
元
ク
シ
テ
年
来
有
ル
ニ
」
〔
巻
一
六
〕
、
「
一
供
奉
寄
り
付
ク
方
元
テ
極
テ
便
元
ク
成
ヌ
」
〔
巻
二
〇
〕
、
「
其
力
初
ハ
貧
ク
シ

テ
便
元
テ
有
ケ
ル
時
ニ
」
〔
巻
二
六
〕
、
「
人
ノ
娘
ノ
父
モ
母
モ
無
ク
テ
便
無
ク
迷
ヌ
ヘ
キ
ヲ
」
〔
巻
三
二
の
如
く
に
、
意
味
的
に
も
主
述
関
係
に
あ
る

「
た
よ
り
＋
な
し
」
の
漢
字
表
記
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
客
観
的
な
状
況
の
叙
述
で
あ
っ
て
、
価
値
判
断
を
伴
う

評
価
表
現
や
心
理
的
な
情
意
表
現
と
み
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
こ
こ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
「
た
よ
り
な
し
」
に
通
ず
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
。
一
方
、
同
じ
「
使
先
」
表
記
で
あ
り
な
が
ら
、
連
体
修
飾
語
（
句
）
を
承
け
な
い
も
の
の
多
く
（
二
四
例
）
は
、
「
便
元
シ
」
が
二
詣
相

当
の
資
格
で
機
能
し
て
述
語
や
述
部
を
構
成
し
、
〓
疋
の
基
準
に
基
づ
く
価
値
判
断
を
伴
う
評
価
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
前
述
の
例
と
は
意

味
上
も
機
能
上
も
明
ら
か
に
異
な
り
、
「
便
」
と
「
元
」
と
が
主
述
関
係
に
は
な
く
、
分
析
的
に
も
「
便
」
に
独
立
し
た
名
詞
的
機
能
は
認
め

ら
れ
な
い
。
「
た
よ
り
な
し
」
で
は
な
く
、
評
価
表
現
の
語
「
ぴ
ん
な
し
」
と
訓
む
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

O
「
天
皇
ノ
后
僧
玄
墓
ヲ
寵
愛
シ
給
フ
事
専
二
世
ノ
誘
ト
有
り
。
速
二
此
レ
ヲ
可
被
止
シ
」
ト
。
天
皇
此
ク
申
シ
タ
ル
ヲ
糸
便
元
キ
事
也
ト
思
シ
食
テ

〔
巻
〓
〕



O
「
此
ル
酔
ノ
次
二
申
ス
便
元
キ
事
ナ
レ
ト
モ
家
礼
ノ
為
二
此
ク
参
タ
ル
こ
琴
壷
ト
思
食
サ
バ
心
殊
ナ
ラ
ム
曳
出
物
ヲ
給
へ
」
ト
　
　
　
　
〔
巻
二
二
〕

○
可
然
キ
所
二
宮
仕
シ
ケ
ル
女
房
ヲ
語
ヒ
テ
忍
テ
通
ケ
リ
。
其
ノ
局
二
入
り
臥
サ
ム
カ
便
元
カ
リ
ケ
レ
ハ
其
ノ
傍
二
有
ケ
ル
下
衆
ヲ
語
ヒ
テ
　
　
〔
巻
二
六
〕

O
「
殿
上
ノ
男
共
モ
此
ヲ
此
ク
咲
フ
糸
便
元
キ
事
也
。
父
ノ
御
子
此
レ
ヲ
聞
カ
バ
此
ク
制
止
ス
ル
ヲ
バ
不
知
ズ
シ
テ
我
ヲ
。
ソ
我
恨
ム
ト
ス
レ
」
　
〔
巻
二
八
〕

O
「
此
レ
更
二
不
有
マ
シ
キ
事
ナ
リ
。
糸
便
元
シ
。
軽
々
二
何
ナ
ル
検
非
違
使
力
川
原
ニ
テ
水
ハ
浴
ム
…
」
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
巻
二
九
〕

以
上
の
よ
う
に
、
「
た
よ
り
な
し
」
も
「
ぴ
ん
な
し
」
も
、
漢
字
交
り
文
等
で
の
漢
字
表
記
は
同
じ
「
無
便
」
「
便
元
」
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
和
文
資
料
に
お
け
る
「
た
よ
り
」
は
、
情
意
表
現
に
用
い
ら
れ
、
述
語
や
述
部
に
用
い
ら
れ
る
「
た
よ
り
な
し
」
の
一
部
を
除
け
ば
、

名
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
、
形
の
上
か
ら
も
機
能
・
用
法
の
上
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
漢
字
交
り
文
の
場
合
も
そ
の
殆
ど
が
「
た

よ
り
」
と
「
な
し
」
と
の
連
語
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
ぴ
ん
な
し
」
は
一
語
相
当
の
資
格
で
述
語
や
述
部
に
用
い
ら
れ
、
一
定

の
価
値
判
断
に
基
づ
く
評
価
表
現
に
与
る
と
い
う
特
徴
が
明
確
で
あ
る
。
従
っ
て
、
斯
か
る
基
準
に
よ
っ
て
観
察
す
る
な
ら
ば
、
漢
字
表
記

の
「
無
便
」
「
便
元
」
も
、
文
脈
に
よ
る
解
釈
と
意
味
や
機
能
・
用
法
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
名
詞
相
当
の
「
た
よ
り
」
と
「
な

し
」
と
の
連
語
か
一
語
相
当
に
機
能
す
る
「
ぴ
ん
な
し
」
か
を
区
別
し
、
訓
み
分
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
漢
字
交
り
文
等
に
お
い
て
語

形
の
異
な
る
別
語
が
同
一
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
も
誤
読
・
誤
解
が
生
じ
な
い
ほ
ど
に
、
「
た
よ
り
な
し
」
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
の
間
に
存
す
る

意
味
・
用
法
上
の
基
本
的
な
違
い
は
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
に
つ
い
て

「
た
よ
り
な
し
」
に
対
す
る
「
ぴ
ん
な
し
」
の
特
徴
が
、
論
理
的
・
理
性
的
基
準
に
よ
る
判
断
・
評
価
表
現
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と

を
述
べ
て
き
た
。
両
者
は
基
本
的
な
部
分
で
異
な
る
表
現
性
を
持
つ
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
と
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
結

論
的
に
は
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
も
或
る
一
定
の
基
準
に
よ
る
評
価
表
現
で
あ
る
点
で
「
ぴ
ん
な
し
」
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

が
、
こ
の
両
者
間
に
も
表
現
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
明
確
な
相
違
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
三
九
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用
例
数
合
計

外以体主現表 身自体主現表 者価評

ぴ
ん
な
し

為行 況状 為行 況状 ∴

他

者

評
価
者

他

者

評
価
者

他

者

評
価
者

他

者

評
価
者

23

“－hqk〃
駕 巌 者価評

語物露落
nu 者他

7

義
伽

3 者価評
記日輪蝉

4 2 者他

5
者価評

子草枕
者他

5

藻 者価評 部式
記

泉

日
＝＿
イおっ

2 者他

35
ジdmwmE

猿 3 者価評
語物氏源

3 2 8 4 6 0 者他

5

舶鴻 者価評
語物花栄

ごり 者也

9

嶺

制
3 者価評

覚寝の夜
3 3 5 2 者他

02

運

珊
6 者価評 酬

畢7 4 者他

者価評
記Rl

級更
者他

52

楽°1ン．
者価評

語物衣狭
3 4 2 者他

2

短 薙 者価評 孟
茨

2 3 4 2 者他

者価評 孟

者他

者価評
語物元保

者他

00

者価評 遺拾
語

治
物

宇
≠
3 者他

4
‘4 者価評

語物家平
者他

3 p
者価評

彫訓十
者他

2
者価評 ず

nソ

は
た

と
が者他

622
0 8 薄

や
暮競 3 ぷかに

岩
．
浣浣 9 者価評

計総翫
6 0 2 3 03 33 4 2 者他

用
例
数
合

ニ

カノ以体主現表 身自体主現表 者価評
ふ
ぴ
ん
な

為行 況状 為行 況状 ∴

他 評 他

者

評 他

者

評 他 評
計

者
価
者

価
者

価
者 者

価
者

nソ

ウI

者価評
語物繹落

諜 者他

2
者価評

子草枕′W′ペrU．
者他

9
2 者価評

語物氏源
2 者他

8
者価評

語物花栄
京
間…

者他

者価評
覚寝の夜遽 者他

者価評 酬
翔者他

2
者価評

語物衣狭
者他

5
2 者価評 品
泰

…

ヨH奇書 者他

2
者価評 孟

者他

3
者価評

語物元保
者他

6
者価評

語物治平
者他

0
者価評 遺拾

語
治
物

宇

者他

82
者価評

語物家平
者他

8
者価評

紗訓十
者他

5
者価評 ず

り
は
た

と
が蒸 者他

ごU0
2 4 者価評

計総
嶺骨
董

2 9 者他



通
行
の
古
語
辞
典
等
で
は
、
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
に
共
通
す
る
意
味
と
し
て
〈
不
都
合
だ
〉
と
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
の
で
、
便
宜
的
に
そ
の
言
い
方
に
従
う
と
、
両
者
の
特
徴
は
〈
不
都
合
だ
〉
と
い
う
判
断
・
評
価
表
現
に
与
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

評
価
表
現
で
重
要
な
こ
と
は
釜
が
、
誰
の
状
況
や
行
為
を
、
誰
に
と
っ
て
》
不
都
合
だ
と
判
断
・
評
価
す
る
か
で
あ
る
。
即
ち
、
弄
価
者

は
誰
か
、
評
価
対
象
は
何
か
、
評
価
の
向
き
は
誰
か
》
が
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
基
準
で
用
例
を
分
類
し
た
の
が
表
A
・
B

で
あ
る
。
評
価
者
が
表
現
主
体
自
身
で
あ
る
場
合
（
会
話
文
な
ら
会
話
主
）
と
そ
う
で
な
い
場
合
（
地
の
文
に
お
け
る
説
明
的
表
現
な
ど
）
が
あ

る
の
で
ま
ず
そ
れ
を
区
別
す
る
。
次
に
、
評
価
対
象
が
或
る
人
物
の
状
態
・
状
況
か
行
為
か
を
区
別
し
、
更
に
そ
の
対
象
が
評
価
者
自
身
に

関
わ
る
も
の
か
そ
れ
以
外
の
他
者
に
関
わ
る
も
の
か
を
区
別
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
不
都
合
と
評
価
さ
れ
る
か
、
つ
ま
り
、
評

価
の
向
き
が
評
価
者
自
身
か
そ
れ
以
外
の
他
者
か
を
区
別
す
る
。
尚
、
用
例
の
確
認
で
き
な
い
資
料
は
表
か
ら
外
し
た
。
「
ぴ
ん
な
し
」
二
二

（6）

六
例
と
「
ふ
ぴ
ん
な
り
＝
〇
六
例
の
ほ
ぼ
総
て
が
表
中
の
い
ず
れ
か
の
項
目
に
分
類
で
き
る
。

表
A
・
B
の
用
例
を
、
評
価
者
が
釜
の
状
況
や
行
為
を
、
誰
に
と
っ
て
》
不
都
合
だ
と
評
価
し
た
か
に
着
目
し
て
整
理
し
直
す
と
次
の

数
字
が
得
ら
れ
る
。
表
A
・
B
の
分
類
項
目
を
そ
の
内
容
か
ら
、
大
き
く
次
に
示
す
I
～
Ⅳ
の
四
種
類
に
、
更
に
下
位
分
類
と
し
て
表
に
示

し
た
a
～
p
の
一
六
種
類
に
分
類
・
整
理
し
て
記
号
化
し
た
。
各
項
目
の
数
字
は
両
者
の
表
現
上
の
特
徴
を
如
実
に
反
映
す
る
結
果
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
上
段
に
「
ぴ
ん
な
し
」
の
用
例
数
を
、
下
段
に
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
用
例
数
を
示
す
。

l
評
価
者
自
身
の
状
況
や
行
為
を
、
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
　
　
【
a
／
。
／
。
／
g
】

H
評
価
者
以
外
の
者
の
状
況
や
行
為
を
、
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
　
【
b
／
J
／
f
／
h
】

m
評
価
者
自
身
の
状
況
や
行
為
を
、
評
価
者
以
外
の
者
に
と
っ
て
　
【
I
／
k
／
m
／
0
】

Ⅳ
評
価
者
以
外
の
者
の
状
況
や
行
為
を
、
評
価
者
以
外
の
者
に
と
っ
て
【
j
／
1
／
n
／
p
】

1

9

／

3

／

8

／

0

計

3

0

2

3

／

8

／

1

8

／

9

計

5

8

2

1

／

3

3

／

4

／

0

計

5

8

4

2

／

3

0

／

2

／

6

計

8

0

0

／

0

／

0

／

0

計

0

4

／

2

／

0

／

0

計

6

9

／

2

／

0

／

0

計

1

1

6

4

／

6

／

1

8

／

1

計

8

9

右
の
整
理
と
表
A
・
B
か
ら
看
取
さ
れ
る
両
者
の
特
徴
的
な
項
目
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
す
る
。
ま
ず
、
「
ぴ
ん
な
し
」
に
つ
い
て
見
る
。

①
殆
ど
総
て
の
項
目
に
用
例
が
分
散
し
、
様
々
な
判
断
・
評
価
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
判
る
。
②
評
価
の
対
象
が
、
状
況
・
状
態
に
関

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
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四
四
二

す
る
も
の
六
割
、
行
為
に
関
す
る
も
の
四
割
で
、
大
差
が
な
い
。
③
評
価
の
向
き
が
、
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
の
評
価
で
あ
る
も
の
（
I
H
）

約
四
割
、
他
者
に
対
す
る
評
価
（
H
Ⅳ
）
が
約
六
割
で
、
こ
れ
に
も
大
差
が
な
い
。
④
表
A
に
見
る
よ
う
に
、
各
資
料
間
の
用
例
数
の
違
い
は
、

時
間
の
推
移
に
よ
る
特
徴
的
な
変
化
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
⑤
平
安
後
期
以
前
の
資
料
で
は
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
用
例
に
比
し
て
圧
倒
的
な

使
用
数
の
多
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
⑥
I
～
Ⅳ
に
つ
い
て
見
る
と
、
用
例
が
全
体
に
比
較
的
バ
ラ
ン
ス
良
く
分
布
し
、
H
～
Ⅳ
に
は
そ
れ
ぞ
れ

2
5
～
3
5
％
の
例
が
確
認
で
き
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
I
の
用
例
だ
け
が
全
体
の
一
割
強
に
過
ぎ
な
い
落
ち
込
み
を
示
す
。
こ
の
項
目
は
「
た
よ

り
な
し
」
が
主
に
担
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
　
に
つ
い
て
、
「
ぴ
ん
な
し
」
と
比
較
す
る
為
に
、
同
じ
視
点
に
よ
る
考
察
を
同
じ
整
理
番
号
で
示
す
。
①
項
目
に

よ
っ
て
極
め
て
特
徴
的
な
偏
在
が
あ
る
。
j
項
目
に
全
体
の
六
割
が
集
中
し
、
n
項
目
を
合
わ
せ
る
と
全
体
の
八
割
近
く
に
及
ぶ
。
つ
ま
り
、

評
価
者
以
外
の
人
物
の
状
態
・
状
況
を
対
象
に
、
評
価
者
以
外
の
人
物
に
と
っ
て
（
不
都
合
だ
）
と
評
価
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
大
き
な

特
徴
と
す
る
。
評
価
者
が
他
者
の
立
場
に
同
化
す
る
評
価
表
現
と
言
え
る
。
②
評
価
対
象
が
行
為
に
関
す
る
も
の
は
全
体
の
僅
か
一
割
に
過

ぎ
な
い
。
③
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
の
評
価
と
な
る
も
の
（
I
H
）
は
全
体
の
5
％
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
④
表
B
に
見
る
よ
う
に
、
「
ふ
ぴ
ん
」

（7）

に
（
気
の
毒
・
か
わ
い
そ
う
）
の
意
味
が
生
じ
た
と
さ
れ
る
頃
か
ら
、
次
第
に
表
現
主
体
以
外
の
人
物
が
評
価
者
と
な
る
例
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
⑤
平
安
後
期
頃
の
資
料
か
ら
「
ぴ
ん
な
し
」
と
の
用
例
数
が
括
抗
し
始
め
、
中
世
に
な
る
と
使
用
状
況
が
運
転
す
る
。
当
初

の
「
ぴ
ん
な
し
」
は
評
価
表
現
と
し
て
種
々
の
表
現
性
を
担
っ
て
い
た
が
、
次
第
に
そ
の
意
味
・
機
能
を
狭
め
て
限
定
化
さ
れ
、
「
ふ
ぴ
ん
な

り
」
　
の
勢
力
が
増
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
間
に
機
能
分
担
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
表
す
と
見
得
る
。
⑥
Ⅳ
の
項
目
に
全
体
の
8
5
％
が
集
中
す

る
と
い
う
極
め
て
特
徴
的
な
偏
り
が
あ
る
。
「
ぴ
ん
な
し
」
　
で
も
Ⅳ
に
最
も
多
く
の
例
が
あ
る
が
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
　
の
偏
り
は
圧
倒
的
で
あ

る
。
古
本
説
話
集
以
降
の
資
料
で
は
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
使
用
例
は
ほ
ぼ
Ⅳ
の
み
と
言
っ
て
良
く
、
一
方
「
ぴ
ん
な
し
」
に
は
Ⅳ
の
使
用
例

が
殆
ど
な
く
な
る
。
極
め
て
顕
著
な
傾
向
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
両
者
の
特
徴
は
概
略
把
握
し
得
る
。
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
評
価
者
が
論
理
的
・
理
性
的
な
基
準
に
よ
っ
て
価
値
判
断
し
た



評
価
表
現
で
あ
る
た
め
、
様
々
な
内
容
を
表
現
し
得
る
の
で
あ
り
、
評
価
者
が
表
現
主
体
以
外
の
場
合
で
も
、
そ
の
人
物
の
価
値
判
断
を
そ

の
人
物
に
成
り
代
わ
っ
て
、
客
観
的
に
表
現
し
得
る
の
で
あ
る
。
↑
万
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
は
、
基
本
的
に
表
現
主
体
自
身
が
評
価
主
体
で
あ

る
場
合
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
他
者
に
成
り
代
わ
っ
て
、
他
者
の
心
理
や
価
値
基
準
を
推
し
量
っ
て
は
判
断
で
き
な
い
主
観
的
内
容
に
つ

い
て
表
現
す
る
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
は
、
表
現
主
体
が
、
自
身
の
主
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
、
直
観
的
に
或
い
は
情

（8）

意
的
に
或
る
状
況
を
表
現
す
る
語
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
は
、
基
本
的
に
は
判
断
・
評
価
表
現
で
あ
る
が
、
文
脈
や
内
容
に
よ
っ
て
情
意
的
な
衷
現
と

見
得
る
場
合
も
あ
る
。
勿
論
、
評
価
表
現
か
情
意
表
現
か
は
解
釈
の
問
題
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
に
し
か
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
性
質
の
も

の
で
は
な
い
が
、
情
意
表
現
と
い
う
点
に
注
目
し
た
場
合
の
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
結
果
と
関
連
さ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
有
す
る
特
徴
か
ら
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
た

よ
り
な
し
」
は
、
評
価
者
が
自
分
の
こ
と
を
自
分
に
と
っ
て
不
都
合
だ
と
内
省
す
る
も
の
で
、
〈
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
〉
と
い
う
極
め
て

個
人
的
な
内
面
に
関
わ
る
内
向
性
の
心
理
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
次
に
、
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
評
価
者
が
他
者
の
こ
と
を
自
分
に
と
っ
て
不
都

合
だ
と
判
断
す
る
も
の
で
、
（
不
愉
快
だ
・
迷
惑
だ
〉
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
評
価
者
自
身
の
情
意
を
表
出
す
る
当
事
者
的
情

意
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
は
、
評
価
者
が
他
者
の
こ
と
を
他
者
に
と
っ
て
不
都
合
だ
と
捉
え
、
〈
気
の
毒

だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
い
う
評
価
者
の
情
意
を
他
者
に
向
け
な
が
ら
思
い
を
致
し
て
同
化
す
る
同
情
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

特
徴
的
な
相
違
点
は
、
先
の
I
～
Ⅳ
の
分
類
に
そ
の
ま
ま
対
応
さ
せ
て
整
理
で
き
る
。

I
評
価
者
自
身
の
状
況
や
行
為
が
、
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
不
都
合
　
　
　
1
〈
心
細
い
・
寂
し
い
・
辛
い
〉

H
評
価
者
以
外
の
者
の
状
況
や
行
為
が
、
評
価
者
自
身
に
と
っ
て
不
都
合
　
1
〈
不
愉
快
だ
・
迷
惑
だ
〉

Ⅲ
評
価
者
自
身
の
状
況
や
行
為
が
、
評
価
者
以
外
の
者
に
と
っ
て
不
都
合
　
1
〈
申
し
訳
な
い
〉
？

Ⅳ
評
価
者
以
外
の
者
の
状
況
や
行
為
が
、
評
価
者
以
外
の
者
に
と
っ
て
不
都
合
1
〈
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
〉

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

「
た
よ
り
な
し
」

「
ぴ
ん
な
し
」

「
ぴ
ん
な
し
」
　
？

「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
四
三
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m
は
第
三
者
的
な
評
価
で
あ
る
た
め
に
情
意
的
表
現
の
性
格
が
弱
く
、
（
申
し
訳
な
い
）
と
言
う
程
度
の
意
に
解
釈
で
き
る
も
の
が
あ
り
、
用

例
も
多
く
は
な
い
が
、
「
ぴ
ん
な
し
」
に
そ
の
例
が
認
め
ら
れ
る
。
「
ぴ
ん
な
し
」
は
、
評
価
表
現
に
お
い
て
種
々
の
表
現
性
を
担
っ
て
い
た

よ
う
に
、
情
意
表
現
に
お
い
て
も
、
「
た
よ
り
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
が
限
定
的
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
か
な
り
広
い
範
囲
の
表
現
に
用

い
ら
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
表
現
性
を
持
ち
な
が
ら
、
共
存
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
に
は
三
者
が
同
時
に
共
存
し
得
る
だ
け
の
必
然
性
（
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
意
味
・
用
法
の
違
い
）

（9）

が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
相
互
補
完
的
な
関
係
で
位
相
を
違
え
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
が
鎌

倉
時
代
以
降
に
情
意
表
現
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
と
い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
既
に
当
初
の
評
価
表
現
に
お
け
る

原
義
的
な
判
断
・
評
価
の
有
り
様
の
段
階
か
ら
そ
の
要
素
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
も
必
然
的
な
転
義
の
方
向
で
あ
っ
た
。
斯
か

る
「
ふ
ぴ
ん
」
は
更
に
意
味
・
用
法
を
転
じ
て
行
く
が
、
そ
れ
は
原
義
の
評
価
表
現
と
転
義
の
情
意
表
現
と
の
意
味
的
な
隔
た
り
が
他
の
二

者
よ
り
も
大
き
か
っ
た
た
め
に
、
変
化
に
勢
い
が
つ
き
易
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
更
に
、
他
の
二
者
が
形
容
詞
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
「
ふ
ぴ
ん
」
は
形
容
動
詞
で
あ
る
こ
と
が
用
法
を
様
々
に
転
じ
易
く
し
た
要
因
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
形
容
詞
と
異
な
り
、

形
容
動
詞
は
分
析
的
に
語
幹
を
抽
出
し
易
い
た
め
に
、
名
詞
や
動
詞
に
も
そ
の
用
法
の
幅
を
広
げ
易
い
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

こ
と
さ
ら
、
仏
経
ノ
ー
ノ

O
「
…
子
を
思
な
ら
ひ
、
何
を
わ
け
て
を
ろ
か
な
る
べ
き
に
は
な
け
れ
共
、
六
条
堀
川
の
嘗
腹
の
四
人
の
を
さ
な
き
者
共
、
殊
更
不
敏
に

撃
な
り
。
相
構
而
此
等
を
ば
義
朝
に
申
助
て
、
善
は
子
と
お
も
へ
悪
く
は
切
て
も
捨
よ
。
：
」
　
　
　
　
　
〔
保
元
物
語
・
中
〕

よ
う
せ
う
　
、
ド
L
は
ノ
津
粗
　
か
う
ふ

O
「
信
頼
を
討
べ
・
き
者
あ
る
よ
し
告
知
す
る
者
候
間
、
東
国
の
方
へ
落
行
ぼ
や
と
存
候
。
幼
少
よ
り
御
不
敏
を
蒙
り
候
つ
る
に
、
都
の
中

を
出
候
は
む
事
、
行
空
も
覚
候
ま
じ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
平
治
物
語
・
上
〕



O
「
上
皇
を
た
の
み
ま
い
ら
せ
て
参
り
し
」
と
申
、
さ
ま
く
に
申
入
ら
れ
け
れ
ば
、
も
と
よ
り
御
ふ
ぴ
ん

に
お
ぼ
し
め
さ
れ
し
か
ば
、

傍
に
か
く
L
を
か
せ
給
ひ
け
り
。
（
右
三
例
、
い
ず
れ
も
該
当
部
分
以
外
の
振
り
仮
名
は
割
愛
し
た
。
）
　
　
　
　
　
〔
保
元
物
語
・
中
〕

右
例
は
、
評
価
表
現
の
評
価
者
が
心
理
的
に
同
化
し
た
同
情
（
気
の
毒
に
）
か
ら
更
に
進
ん
で
、
愛
情
（
か
わ
い
ら
し
く
・
い
と
お
し
く
）

の
意
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
「
ふ
ぴ
ん
」
の
漢
字
表
記
に
は
「
不
便
」
が
用
い
ら
れ
、
保
元
・
平
治
物
語
で
も
他
は
「
不
便
」

で
あ
る
が
、
例
外
的
に
二
例
の
「
不
敏
」
が
存
す
る
の
は
、
（
気
の
毒
だ
）
と
い
う
意
味
と
の
差
異
を
反
映
し
た
用
字
と
推
測
さ
れ
る
。
仮
名

表
記
「
御
ふ
ぴ
ん
」
も
同
様
に
、
他
の
「
不
便
」
と
は
意
味
が
異
な
り
、
「
不
敏
」
と
通
づ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
（
気
の
毒
だ
・
か
わ
い
そ

う
だ
）
の
意
味
と
し
て
安
定
し
て
い
た
「
不
便
」
の
表
記
を
避
け
て
、
新
し
い
転
義
の
愛
情
表
現
（
か
わ
い
ら
し
い
・
い
と
お
し
い
〉
と
区

別
す
る
た
め
の
表
記
が
意
識
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
新
し
い
意
味
の
愛
情
表
現
は
亦
、
評
価
表
現
の
「
ふ
ぴ
ん
」
が
一
旦
（
気
の

（10）

毒
だ
・
か
わ
い
そ
う
だ
）
の
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
る
と
、
他
に
も
憐
欄
の
情
か
ら
愛
情
へ
と
意
味
を
転
じ
た
語
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
勢

い
で
必
然
的
に
発
生
す
べ
き
要
素
と
性
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
日
ご
と
に
、
御
堂
に
ま
い
ら
せ
給
け
る
に
、
し
ろ
き
い
ぬ
を
な
ん
飼
せ
給
け
れ
ば
、
い
つ
も
御
身
を
は
な
れ
ず
御
と
も
し
け
り
。
…
…

犬
は
い
よ
く
不
便
に
せ
さ

せ
給
け
る
と
な
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
宇
治
拾
遺
物
語
・
巻
一
四
〕

○
抑
此
登
蓮
ヲ
不
便
ニ
シ
テ
、
入
道
ノ
御
内
ニ
ヲ
カ
レ
ケ
ル
由
来
ヲ
尋
レ
バ
、
連
歌
故
ト
ゾ
聞
エ
シ
。
　
〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
二
中
〕

○
大
臣
殿
武
士
共
ヲ
呼
給
テ
「
此
少
者
ハ
母
モ
ナ
キ
者
ゾ
、
殿
原
構
テ
不
便
こ
シ
給
へ
」

ト
宣
モ
ア
へ
ズ
御
涙
ス
～
ミ
ケ
リ
。

O
「
…
…
二
葉
に
て
母
に
は
離
れ
候
ぬ
。
父
大
納
言
ふ
び
む
に
し
候
L
を
、

〔
延
慶
本
平
家
物
語
・
巻
六
本
〕

ま
だ
禰
裸
の
中
と
申
ほ
ど
よ
り
、
御
所
に
召
し
置
か
れ
て
候

へ
ば
、
私
に
育
ち
候
は
ん
よ
り
も
、
ゆ
へ
あ
る
や
う
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
か
と
思
ひ
て
候
へ
ば
、
⊥
　
　
　
〔
と
は
ず
が
た
り
・
巻
二
〕

右
例
は
い
ず
れ
も
、
（
か
わ
い
が
る
）
の
意
と
解
釈
で
き
、
本
来
「
ふ
ぴ
ん
に
」
十
「
す
」
の
二
語
で
あ
る
が
、
意
味
的
に
は
既
に
一
語
相
当

の
動
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
松
尾
聴
氏
が
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
「
か
わ
い
が
る
」
は
強
者
に
対
し
て
は
用
い

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
四
五
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ら
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
分
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
者
に
憐
慾
の
気
持
ち
（
気
の
毒
な
気
持
ち
）
を
も
っ
て
庇
護

甲
鼎
爪

す
る
動
作
が
「
か
わ
い
が
る
」
な
の
で
あ
る
。
」
「
ふ
ぴ
ん
に
」
が
（
か
わ
い
ら
し
く
）
の
意
に
な
り
、
さ
ら
に
名
詞
用
法
と
し
て
の
「
ふ
ぴ

ん
」
が
（
愛
情
）
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
、
動
詞
用
法
と
し
て
（
か
わ
い
が
る
）
の
意
で
「
ふ
ぴ
ん
に
す
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
延
慶
本
平
家
物
語
に
お
け
る
総
数
四
例
の
「
不
便
ニ
ス
」
が
総
て
斯
か
る
意
味
の
例
と
認
め
ら
れ
る
。
右
の

例
に
限
ら
ず
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
は
「
ふ
ぴ
ん
」
の
例
の
殆
ど
が
、
（
気
の
毒
だ
）
（
か
わ
い
ら
し
い
）
の
ど
ち
ら
に
も
解
釈
で
き
、
い
ず

れ
か
に
は
決
め
難
い
ほ
ど
、
こ
の
語
の
転
義
は
進
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

注（
1
）
　
通
行
の
古
語
辞
典
等
で
は
多
く
が
そ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。
辞
書
以
外
で
も
、
例
え
ば
「
源
氏
物
語
重
要
語
句
の
詳
解
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
．
5
9
年
1
0
月
・
青
島
徹
）
に
お
い
て
、
「
類
義
語
に
「
ふ
ぴ
ん
」
が
あ
り
、
「
ぴ
ん
な
し
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
説
明

さ
れ
る
。

（
2
）
　
松
尾
聴
「
中
古
語
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
語
意
（
〓
～
二
二
）
」
（
『
国
語
展
望
』
8
7
～
9
8
・
，
9
0
年
～
，
9
6
年
）
、
田
島
優
「
不
便
考
－
同
表
記
衝
突

－
」
（
『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
国
文
学
科
編
）
』
軍
？
，
9
8
年
2
月
）

（
3
）
　
橋
本
博
幸
「
平
安
和
文
作
品
に
お
け
る
フ
ビ
ン
（
不
便
）
と
ビ
ン
ナ
シ
（
便
無
し
）
の
意
味
」
（
『
文
芸
研
究
』
聖
，
9
0
年
1
月
）

（
4
）
　
調
査
と
本
文
の
引
用
に
用
い
た
資
料
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
（
風
間
書
房
）
『
諸
本
対
照
三
宝
絵
集
成
』
（
笠
間
書
院
）

『
打
開
集
の
研
究
と
総
索
引
』
　
（
清
文
堂
出
版
）
　
『
栄
花
物
語
全
注
釈
』
　
（
角
川
書
店
）
　
『
古
本
説
話
集
総
索
引
』
　
（
風
間
書
房
）
　
『
延
慶
本
平
家
物
語
』

（
勉
誠
社
）
　
『
と
は
ず
が
た
り
総
索
引
』
　
（
笠
間
書
院
・
新
日
本
古
典
大
系
も
参
照
）
　
『
十
訓
抄
　
本
文
と
索
引
』
　
（
笠
間
書
院
）
。
以
下
、
日
本
古
典

文
学
大
系
－
『
土
佐
日
記
』
　
『
平
中
物
語
』
　
『
落
寝
物
語
』
　
『
枕
草
子
』
　
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
今
昔

物
語
集
』
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
・
『
源
氏
物
語
』
『
更
級
日
記
』
　
（
以
上
二
点
日
本
古
典
文
学
全
集
も
参
照
）
。
そ
の
他
『
法

華
百
座
間
書
抄
』
『
三
教
指
帰
注
』
　
『
宝
物
集
』
『
草
案
集
』
　
に
用
例
無
し
。



（5）

そ
の
他
に
、
栄
花
物
語
に
梅
沢
本
の
「
た
よ
り
」
を
富
岡
家
旧
蔵
本
で
「
ぴ
ん
」
と
し
た
例
が
あ
る
。
「
た
よ
り
」
と
「
ぴ
ん
」
と
が
通
ず
る
例

の
如
く
で
あ
る
が
、
異
本
系
統
に
分
類
さ
れ
る
富
岡
家
旧
蔵
本
は
室
町
時
代
前
後
の
書
写
本
で
、
直
裁
に
両
者
の
意
味
関
係
を
反
映
す
る
も
の
と
は

兄
が
た
い
。
「
た
よ
り
」
の
漢
字
表
記
「
便
」
を
、
意
味
の
異
同
が
考
慮
さ
れ
ず
、
音
読
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

○
殿
上
人
の
座
に
は
懸
盤
の
も
の
ど
も
い
み
じ
う
し
据
へ
た
。
。
御
随
身
所
・
召
次
所
な
ど
机
の
物
ど
も
数
知
ら
ず
も
て
続
晶
へ
た
り
。
璃
舅

n
ソ

（
ぴ
ん
富
岡
家
旧
蔵
本
）
　
あ
る
さ
ま
に
し

な
し
も
て
な
し
た
る
さ
ま
ゑ
ま
し
う
さ
す
が
に
見
ゆ
。
　
　
　
　
　
〔
栄
花
物
語
・
巻
三
一
〕

（6）（7）（8）

（10）

へ
〓
）

分
類
が
容
易
で
な
く
、
便
宜
的
に
処
理
し
た
も
の
は
〈
か
わ
い
が
る
〉
意
味
に
用
い
ら
れ
た
愛
情
表
現
で
後
述
す
る
「
ふ
ぴ
ん
に
す
」
の
数
例
で

あ
る
。注

（
2
）
参
照
。

具
体
的
な
用
例
を
割
愛
し
た
が
、
松
尾
聴
氏
の
「
中
古
語
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
萱
心
（
一
）
～
（
一
一
）
」
（
『
国
語
展
望
』
8
7
～
甲
，
9
0
年
～
，
9
6
年
）

に
お
け
る
詳
細
な
用
例
の
御
考
察
や
御
解
釈
の
結
果
は
、
情
意
表
現
の
場
合
も
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
論
者
の
指
摘
し
た
両
者
の
特
徴
や
分
析
結

果
と
組
酷
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
間
に
あ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
意
味
用
法
上
の
相
違
点
と
し
て
示
し
た
本
考
察
結
果
の
有
効
性
を
裏
付
け
得
る

も
の
と
考
え
る
。

例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
不
便
」
と
「
便
元
」
と
を
見
る
と
、
「
不
便
」
が
巻
五
に
一
例
確
認
で
き
る
の
み
で
、
他
の
「
不
便
＝

四
例
と
「
ぴ
ん
な
し
」
と
見
ら
れ
る
「
優
先
」
二
四
例
は
巻
＝
以
降
に
集
中
し
て
出
現
す
る
。
こ
れ
だ
け
の
例
か
ら
短
絡
に
憶
測
で
き
る
こ
と
で

は
な
い
が
、
天
竺
・
悉
曇
部
に
出
現
し
な
い
こ
と
や
多
く
の
仮
名
文
字
作
品
に
も
頻
用
さ
れ
、
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
意
味
用
法
上
の
相
違
を
持
ち

な
が
ら
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
な
ど
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
ぴ
ん
な
し
」
も
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
も
字
音
読
に
よ
る
語
で
あ
り
な
が
ら
、
和
語
に
対
す

る
漢
語
や
漢
文
訓
読
語
と
い
う
文
体
的
位
相
語
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
解
る
。

例
え
ば
、
「
か
は
ゆ
し
」
「
い
と
は
し
」
等
の
〈
愛
情
・
恋
慕
〉
の
意
味
は
、
原
義
〈
困
惑
・
憐
欄
〉
の
情
か
ら
転
じ
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。

松
尾
聴
「
中
古
語
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」
の
語
意
（
八
）
」
（
『
国
語
展
望
』
聖
，
9
4
年
）

中
古
・
中
世
に
お
け
る
「
た
よ
り
な
し
」
「
ぴ
ん
な
し
」
「
ふ
ぴ
ん
な
り
」

四
四
七




