
中
世
初
期
の
強
調
表
現
に
関
す
る
老
察

1
「
こ
そ
」
　
の
用
法
を
中
心
と
し
て
l
上
l
卜一

蔵
　
　
　
野

嗣
・

序

係
緒
の
法
則
と
よ
ば
れ
る
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
　
「
こ
そ
」
の
三
助
詞
に
よ
る
強

調
表
現
は
、
平
安
朝
に
お
い
て
著
し
い
隆
盛
を
み
、
和
文
脈
の
文
章
の
軒
で
好

ん
で
用
い
ら
れ
た
・
が
、
中
世
に
な
る
と
「
ぞ
」
「
な
む
」
に
よ
る
表
現
は
漸
次

用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
た
だ
「
こ
そ
」
に
よ
る
表
現
の
み
が
中
世
末
期
に
亡
び

て
し
ま
す
ま
で
ほ
ほ
ゞ
保
た
れ
て
い
た
せ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
係
緒
の
法
則
の

崩
額
現
象
は
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
転
換
す
る
指
院
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ

で
い
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
か
未
だ
明

か
に
ざ
れ
て
い
な
い
。
私
は
手
始
め
と
し
て
こ
ゝ
に
中
世
初
期
と
い
う
一
時
期

を
と
り
出
し
、
当
時
の
表
現
が
ど
ん
な
も
の
で
お
る
か
、
具
し
て
そ
の
過
程
を

解
き
ほ
ぐ
す
芋
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
「
こ
そ
」
の
用
法
を
中

心
．
に
考
察
し
て
み
せ
ぅ
と
思
う
。
以
下
、
通
例
に
従
っ
て
本
稿
に
使
用
し
た
資

料
、
・
法
華
修
法
一
百
座
閏
書
抄
・
打
開
索
・
今
昔
物
語
集
・
梅
沢
本
古
本
説
話

集
・
宇
治
拾
遺
物
語
（
註
1
）
を
中
世
初
期
の
言
語
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な

し
て
考
察
を
す
㌧
め
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
、
「
こ
そ
」
に
よ
る
強
調
表
現
は
当
時
一
役
的
に
ど
の
よ
う
な
表
現
上

の
特
徴
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
お
こ
う
。
す
で
に
平
安
朝
の
場

合
に
つ
い
て
．
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
琵
2
）
、
類
似
の
強
調
表
現
で
あ
る

「
ぞ
」
　
「
な
む
」
の
場
合
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
、
用
例
数
を
掲

げ
て
お
く
な
ら
ば
第
二
表

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

〔
括
弧
の
数
は
各
説
話
未

に
あ
る
「
～
語
J
伝
へ
タ

ル
ト
ヤ
」
割
の
臣
形
式
の

表
現
。
以
下
、
こ
れ
を
算

入
し
な
い
こ
と
に
す
る
〕

（
註
3
）
。
三
助
詞
相
互
を

比
較
し
て
み
る
七
め
に
、

各
々
合
計
数
と
の
比
率
を

乱
し
て
み
る
と
第
二
麦
の

よ
う
に
な
る
。
資
料
に
よ

っ
て
出
入
が
あ
る
の
は
、
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日

〔第

資
料
の
性
格
の
差
異
に
よ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

表
を
永
井
洗
氏
が
平
安
朝

の
資
料
に
つ
い
て
調
査
さ

れ
た
第
三
表
（
註
4
．
）
と

比
較
し
て
み
る
に
、
資
料

の
性
格
の
差
異
を
考
尼
に

入
れ
る
な
ら
ば
、
三
助
詞

の
消
長
に
大
き
な
変
動
は

な
く
、
勢
力
関
係
は
均
衡

な
ら
は
第
四
表
～
第
六
表
の
よ
う
に
な
為
。
こ
れ
ら
の
表
に
よ
れ
ば
、
摂
し
て

「
ぞ
」
　
は
地
の
文
に
多
く
て
会
話
文
‥
心
理
文
に
少
く
、
「
こ
そ
」
は
会
話

文
・
心
理
文
に
多
く
て
地
の
文
に
少
い
。
こ
の
二
助
詞
は
平
安
朝
の
場
合
と

は
ゞ
同
様
の
傾
向
を
元
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
な
む
」
は
会
話
文
に
多
い

竹

伊

大

枕

佐

〔第　三　表〕

を
保
っ
て

い
る
と
い

え
よ
う
。

た
ゞ
「
な

む
」
は
平

安
朝
後
期

に
漸
次
衰

退
し
て
い

っ
た
の
が

当
期
に
再

今

dL
El

くそ＞　〔第四表〕

び
多
数
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
′
に
、
三
助
詞
の
使
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を
会
話
文

心
理
文
・
地
の
文
の

三
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
よ
う
。
会
話
文
・
心
理
文
は
感
情
表
現
の
場
で
主
観

性
の
浅
い
表
現
と
な
け
易
く
、
均
の
文
は
叙
述
説
明
の
場
で
客
親
性
の
淡
い
表

現
と
な
り
易
い
l
と
い
．
う
差
異
が
み
ら
れ
る
′
か
ら
で
あ
る
。
用
例
数
を
ま
と
め
る

今

ゴヒ
t∃

＜なむ＞　〔第五表〕

こ
と
は
平
安
朝
の
場
合
と

似
て
い
る
が
、
一
方
地
の

文
に
も
そ
れ
を
凌
ぐ
ほ
ど

多
い
の
で
あ
っ
て
注
目
さ

れ
る
。
宮
坂
和
江
氏
は
平

安
朝
の
「
な
む
」
に
つ
い

て
∧
匿
々
「
け
る
」
と
麗

ん
で
古
物
吾
の
「
地
」
の

叙
述
の
遜
調
形
式
と
七
て

用
ゐ
ら
れ
た
∨
と
し
∧

「
な
む
」
は
恐
ら
く
等
言

葉
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
、
転

じ
て
文
章
形
式
語
と
し
て

一
つ
の
話
を
語
り
伝
へ
る

膿
の
表
現
と
な
っ
た
の
で

あ
ら
う
∨
（
琵
5
）
と
さ

れ
た
が
、
そ
う
い
う
「
な

む
」
が
説
話
文
学
の
表
現

形
態
に
都
合
よ
い
も
の
と

し
て
多
数
採
り
入
れ
ら
れ

た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
数

一一63一一



今

ゴここと．

1∃

＜こそ＞　、〔第六表〕

値
を
示
す
こ
と
と
な
．
っ
た

の
で
ぁ
ろ
う
。
即
ち
、
資

料
性
の
問
題
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
場
的
な
例
が
今

昔
物
語
各
説
話
未
の
琵
形

式
「
～
ナ
ム
語
り
伝
へ
タ

ル
ト
ヤ
」
で
あ
る
と
思

う
。
結
局
、
「
な
む
」
は

こ
の
表
に
開
し
て
は
二
面

性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
先
に
「
な
む
」
は
平
安
朝
後
期
に
漸
次
衰
退
し
て
い
っ
た

の
が
当
期
に
再
び
多
数
用
い
ら
れ
七
と
述
べ
た
が
、
こ
の
資
料
性
に
か
1
わ
を

特
殊
な
「
な
む
」
を
考
慮
す
れ
ば
や
は
り
漸
次
衰
退
と
い
う
方
向
で
と
ら
え
ら

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
主
助
詞
に
対
応
す
る
結
び
の
語
か
ら
そ
の
性
格
を
考
え
て
み
よ
う
。

三
助
詞
の
性
格
が
結
び
の
語
の
性
格
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事

実
で
あ
る
。
第
七
表
は
そ
の
用
例
数
を
元
し
た
も
の
で
あ
る
（
註
6
）
。
こ
の

裏
に
よ
っ
て
要
約
し
ヶ
る
差
異
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
こ
う
。

の
　
「
ぞ
」
「
な
心
」
は
特
定
の
語
に
傭
る
傾
向
が
あ
る
が
、
「
こ
そ
」
は

そ
れ
ほ
ど
で
な
い
。

郁
　
「
け
り
」
は
「
ぞ
」
．
「
な
む
」
に
非
常
に
多
く
、
「
こ
そ
」
に
は
そ
れ

ほ
ど
で
な
い
。

㈱
　
推
量
の
助
動
詞
は
「
こ
そ
」
に
非
常
に
多
く
、
「
ぞ
」
「
な
む
」
に
少

ヽ

　

O

1

　

．

レ

的
　
形
容
詞
は
「
こ
そ
」
に
多
く
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
．
に
少
い
。

㈲
　
「
つ
」
は
「
こ
そ
」
に
多
く
「
な
む
し
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
「
ぞ
」
に
少

ヽ
　
°

．しー

糾
　
「
た
り
」
は
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
に
多
く
、
「
こ
そ
」
に
は
そ
れ
ほ
ど
で

な
い
。

鍋
　
「
な
り
」
は
「
こ
そ
」
に
多
く
「
ぞ
」
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
一
「
な
む
し
に

少・い。

㈲
　
打
消
の
助
動
詞
は
「
こ
そ
」
　
に
は
あ
る
が
、
「
ぞ
」
に
は
み
ら
れ
な

ヽ

　

0

－
V

右
の
凹
は
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
の
用
法
の
固
定
化
を
思
わ
せ
昌
が
、
平
安
朝
に

も
そ
の
傾
向
が
あ
り
特
に
新
し
い
甥
象
で
は
な
い
。
さ
て
、
拗
～
用
の
諸
点
を

考
克
て
み
る
に
、
「
こ
そ
」
は
主
観
性
が
濃
厚
で
判
断
機
能
に
か
⊥
あ
る
も
の

に
多
い
。
こ
れ
は
「
こ
そ
」
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
会
話
文
・

心
理
文
に
多
い
こ
上
に
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
　
「
ぞ
」
．
は
多
く
の
点
で
「
こ

そ
」
と
対
立
的
で
あ
っ
て
、
客
兢
性
の
濃
厚
な
説
明
表
現
で
あ
る
ー
．
」
と
を
意
味

し
て
お
り
、
地
の
文
に
多
い
こ
と
に
一
致
し
て
い
る
。
一
方
「
な
む
」
は
種
々

の
点
で
1
．
ぞ
」
に
類
似
し
て
い
る
が
、
意
志
的
表
現
と
い
わ
れ
る
「
つ
」
と
の

対
応
や
会
話
文
に
多
い
こ
と
な
ど
「
こ
そ
」
と
の
類
似
点
も
か
な
り
の
比
重
が
か

か
っ
一
て
い
る
。
つ
ま
り
「
な
む
」
の
二
面
性
は
否
定
L
が
た
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ

「
ぞ
」
に
よ
り
近
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
．
息
う
に
「
な
む
」
は
語
り
伝
え
る

襟
の
強
調
表
現
と
い
う
と
こ
ろ
に
の
み
本
質
的
な
意
轟
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
「
な
む
」
は
古
く
は
宣
命
や
歌
物
語
の
地
の
文
に
多
い
の
で
あ
り
（
註
7
）
、

中
田
祝
夫
博
士
が
平
安
朝
の
∧
「
ぞ
」
と
「
な
む
」
と
の
相
違
は
、
「
な
む
」

が
会
話
の
個
所
に
多
く
用
い
ら
れ
、
和
歌
に
は
見
え
な
い
点
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
な
む
」
は
落
窪
物
語
以
前
の
作
品
で
は
地
の
文
に
も
か
な
り
見
ら
れ
る

の
で
、
簡
単
に
「
な
む
」
を
談
話
語
と
は
．
い
い
難
い
。
∨
（
註
8
）
と
さ
れ
た
の

－64－－



は
、
そ
の
意
味
で
注
冒
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
永
井
恍
氏
は
平
安
朝
に
お
け
る
三
助
詞
の
本
質
意
義
に
つ
い
て
、
．

対
応
す
る
結
び
の
性
柘
を
重
視
し
そ
れ
が
作
品
・
作
者
・
時
代
等
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
ず
木
質
に
某
く
こ
と
を
契
証
し
、
場
面
に
ュ
右
分
析
を
傍
証
と
し
て
次

．
の
よ
う
に
帰
納
さ
れ
た
。

即
ち
・
「
ぞ
」
は
具
象
的
事
実
と
し
て
認
識
せ
ら
れ
た
も
の
を
客
乳
的
に
説

明
す
る
場
合
に
使
用
せ
ら
れ
「
な
む
」
は
韻
念
的
事
象
と
し
．
て
認
識
せ
ら
れ

た
も
の
を
主
観
的
に
説
明
す
る
場
合
に
使
用
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て

一
「
こ
そ
し
は
「
な
む
し
と
等
し
く
主
観
的
で
は
ふ
る
け
れ
ど
も
、
「
な
む
し

の
本
質
が
説
明
に
あ
る
の
に
対
し
て
「
こ
そ
」
の
本
質
は
判
断
に
あ
る
と
言

ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
の
結
論
は
「
な
む
」
に
つ
い
て
問
題
を
残
し
て
い
る
が
、
「
こ
そ
」
に
関
す

る
限
り
同
様
の
考
察
過
程
を
経
て
如
上
の
結
果
を
得
た
中
世
初
期
の
場
合
に
む

妥
当
す
る
と
い
え
よ
う
。二

で
は
中
世
初
期
の
「
こ
そ
」
に
よ
る
強
調
表
現
は
平
安
朝
の
場
合
と
相
違
す

る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
前
軍
の
考
察
は
統
計
的
処
理
を
行
っ
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
こ
れ
の
み
で
は
全
面
的
に
肯
定
す
る
わ
け
に
は
．
い

く
ま
い
。
当
時
、
連
体
形
終
止
文
は
相
当
多
数
み
ら
着
る
の
で
あ
っ
て
　
（
註

9
）
、
達
体
形
結
び
と
な
る
「
ぞ
」
「
な
む
」
は
存
在
価
値
を
喪
失
つ
ゝ
あ
右

時
期
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
連
し
て
「
こ
そ
」
も
何
ら
か
の
形
で
時
代
性
を
反
映

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
伊
々
l
の
用
例
を
採
り

あ
げ
て
考
察
を
す
ゝ
め
て
ゆ
く
こ
．
と
に
し
よ
う
。

・
「
・
寺
」
を
憤
討
す
る
に
先
立
っ
て
、
、
一
応
．
「
ぞ
」
「
な
む
し
を
検
討
し
て
お

・

．

一

ヽ

こ
う
。
「
な
む
」
は
平
安
朝
後
期
以
後
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
か
ら
、
↓
ぞ
」
が
か
つ
て
の
「
な
む
」
の
用
法
を
お
か
す
こ
と
も
あ
り
え

よ
l
ぅ
。
事
実
、
吏
弟
は
結
び
の
吾
と
の
対
応
で
・
「
ぞ
」
「
な
む
し
が
類
似
の
現
象

を
示
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
第
一
表
の
．
よ
う
に
、

説
話
未
の
琵
形
式
に
「
～
ゾ
語
り
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
」
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

相
当
程
度
進
ん
で
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
更
に

次
の
よ
う
な
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
て

∴
大
臣
「
糸
悪
キ
態
ヲ
モ
被
り
為
ケ
ル
カ
サ
」
下
沼
可
刃
咲
ヒ
ケ
ル
。
（
今
昔

2

2

の

8

）

．
比
国
7
内
ニ
ハ
上
下
ヲ
不
ゾ
論
ズ
、
功
樵
ヲ
造
ル
講
師
ニ
ハ
国
ノ
1
7
供
奉

朝
刊
可
必
ズ
謂
ズ
ル
二
、
（
今
昔
2
0
ノ
讐

然
バ
放
生
ハ
心
看
ラ
ム
人
ノ
啓
二
可
リ
行
キ
事
也
ト
列
列
刃
語
り
伝
へ
タ
ル

言
ヤ
。
（
今
昔
2
0
ノ
誓

即
ち
、
両
助
詞
を
重
複
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
「
こ
そ
」
の
場
合
は
ピ
ケ
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
滝
と
「
こ
そ
」
は
会
話

文
に
多
く
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
か
ら
、
注
訂
さ
れ
る
の
は
地
の
文
に
用
い

ら
れ
た
用
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
地
の
文
の
「
こ
そ
」
を
検
討
し
て
み
る
に
、
作

者
が
語
末
で
そ
の
説
話
に
関
す
る
感
想
を
述
べ
た
部
分
に
多
く
、
主
観
性
の
濃

厚
な
判
断
表
現
と
い
う
「
こ
そ
」
　
本
来
の
性
格
に
矛
盾
L
で
い
な
い
。
し
か

し
、
地
の
文
と
し
て
純
度
の
高
い
・
叙
述
説
明
の
場
に
用
い
て
い
る
用
例
も
あ

る
。此

ソ
虔
ハ
強
ク
轡
ア
引
へ
タ
リ
ケ
レ
．
ハ
、
暫
可
外
人
ニ
テ
看
ケ
レ
。
痛
ク
重

ケ
レ
．
ハ
遂
二
狐
二
成
l
テ
有
ケ
ル
ヲ
（
今
昔
2
7
ノ
空

曹
ク
コ
ソ
念
ジ
テ
モ
暦
タ
レ
。
既
二
十
日
許
ニ
モ
成
ヌ
レ
バ
、
・
カ
尤
ク
シ
テ

可
〓
起
上
一
キ
心
地
セ
ズ
。
ふ
今
昔
用
ノ
1
）
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従
者
ト
そ
．
ニ
入
行
テ
見
ケ
レ
メ
、
毛
そ
．
究
l
ク
老
タ
ッ
グ
ル
狐
ノ
」
租
ノ
窄
一
ツ

埠
へ
タ
ツ
ケ
・
ル
ガ
、
腹
二
箭
ヲ
ニ
ッ
被
〓
射
立
－
テ
l
訓
ソ
l
死
テ
臥
ク
リ
ケ
レ
。

・
（
今
昔
2
7
ノ
3
7
）

御
こ
し
の
か
た
び
ら
よ
り
あ
か
色
の
勧
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
封
、
さ
し
い
だ

さ
せ
拾
た
万
け
れ
。
（
古
本
1
）
．

わ
た
う
た
ち
こ
そ
さ
せ
る
の
う
も
お
は
さ
ね
は
、
．
物
を
も
お
し
み
給
へ
」
と

＼

い
ひ
て
あ
ざ
わ
ら
ひ
て
日
割
た
て
り
け
れ
。
（
宇
治
3
ノ
6
）

右
の
語
例
は
事
件
の
展
開
を
叙
述
説
明
し
て
い
る
表
現
で
あ
て
て
、
主
観
的
な

判
断
衰
弱
と
は
考
え
難
く
、
′
そ
の
意
味
で
「
ぞ
」
「
な
む
」
に
近
い
表
現
と
い

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
客
観
性
の
浅
岸
な
表
現
は
ま
ず
「
こ
そ
」
に
特
有
な
逆

堅
剛
麗
句
の
場
合
に
お
い
て
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
は
、
．

「
ぞ
」
「
な
む
」
艦
は
逆
空
別
撞
と
な
る
機
能
は
な
く
、
従
っ
て
接
続
助
詞
を

介
し
て
下
へ
続
い
て
い
く
逆
空
別
提
句
に
お
い
て
は
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
に
よ
る

強
調
表
現
よ
り
も
　
「
こ
そ
」
　
に
よ
る
強
調
表
現
の
方
が
使
い
易
い
か
ら
で
あ

る
。
も
っ
と
も
大
野
晋
氏
に
よ
れ
は
、
「
こ
そ
～
己
然
形
」
は
平
安
朝
に
お
い

て
∧
語
り
の
世
界
－
恐
ら
く
日
常
口
頭
語
の
世
界
I
で
は
依
然
上
し
て
、
奈
良

、
時
代
の
、
遊
里
前
提
句
の
形
式
お
よ
び
、
そ
の
類
似
の
用
法
が
l
一
般
的
に
行
は

れ
で
ゐ
た
の
で
あ
る
4
　
（
中
略
）
。
源
氏
物
語
な
ど
に
お
い
て
す
ら
、
地
の
文

で
は
連
理
前
抱
の
預
統
に
属
す
る
コ
ソ
の
用
法
が
圧
倒
的
に
多
く
、
単
純
強
調

の
コ
ソ
は
少
な
．
い
∨
（
註
1
0
）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
の
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
次
に
当
期
の
用
例
を
示
し
・
て
お
こ
う
。

家
本
ヨ
リ
広
ク
造
タ
レ
．
ハ
、
祖
失
テ
後
ハ
住
ミ
付
タ
ル
啓
可
刈
莞
ケ
レ
可
利
、

．
屋
許
ハ
大
二
空
ナ
レ
．
ハ
片
角
↓
ゾ
居
タ
リ
ケ
l
・
。
．
（
今
昔
1
6
ノ
7
）

具
レ
二
人
l
二
三
石
ノ
蜂
ノ
付
空
フ
笠
ハ
少
言
l
当
男
打
敦
シ
▼
ケ
レ
日

刊
、
皆
徽
＝
盤
撃
ニ
ケ
リ
。
（
今
昔
2
9
ノ
望

右
は
逆
堅
剛
櫨
と
な
り
て
．
い
な
が
ら
鉱
述
説
明
し
た
表
現
と
み
ら
れ
る
り
し
か

し
、
順
接
の
場
合
も
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

含
ク
リ
ケ
ル
飯
デ
封
、
其
ノ
御
苧
一
亦
吐
入
レ
ク
．
リ
ヶ
レ
誹
、
只
其
ノ
器

乍
ラ
食
ツ
ル
ヲ
ダ
ニ
、
侍
共
モ
主
を
該
ナ
リ
下
見
ツ
ル
二
、
　
（
今
昔
2
8
ノ

3
4
）

仏
ハ
此
ル
中
ヲ
バ
別
ネ
ト
引
返
々
ス
教
へ
給
ケ
ル
事
ナ
レ
叫
、
思
ヒ
念
ジ

テ
層
タ
ル
担
こ
、
（
今
昔
1
9
ノ
1
．
）

以
上
地
の
文
と
し
て
純
度
の
高
い
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
こ
そ
」
の
多

く
は
客
観
性
の
浅
岸
な
叙
述
説
明
の
表
現
で
あ
る
。
．
少
く
ど
も
前
軍
で
結
論
し

た
よ
う
に
主
観
的
な
判
断
表
現
と
み
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
こ
の
こ
と
は
「

こ
そ
～
け
れ
」
が
絶
対
数
の
上
で
か
な
れ
の
数
に
の
ぼ
る
こ
と
が
傍
証
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
「
こ
そ
～
巳
然
形
」
に
も
叙
述
説
顔
の
哀
調
と

考
え
ら
れ
る
用
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
に
と

っ
て
代
ろ
ケ
と
す
る
か
一
の
傾
向
を
み
せ
て
お
り
、
新
し
い
方
向
と
認
過
る
こ
と
・

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

≡

以
上
、
「
こ
そ
」
に
よ
る
強
調
表
現
が
当
時
ど
の
よ
う
な
様
相
を
示
し
て
い

た
か
を
平
安
朝
の
場
合
と
対
比
し
な
が
ら
考
撰
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
係
給
の

法
則
に
則
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
．
が
当
期
に
は
他
に
こ
の
法
則
に
妥
当

し
な
い
特
殊
な
表
現
が
み
ら
れ
る
。
所
謂
文
法
的
殴
柘
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の

が
そ
れ
で
あ
る
。
、
こ
れ
を
今
仮
に
特
殊
型
と
名
付
け
、
以
下
分
類
し
て
考
察
を

す
ゝ
め
て
ゆ
こ
う
。

∧
特
殊
型
一
∨
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次
に
列
挙
す
る
「
こ
そ
」
は
B
の
語
で
己
然
形
結
び
と
な
っ
て
い
る
が
、
意

味
上
で
は
A
と
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
複
文
構
造
の
酪
殊
塾
で
あ

る
。父

母
打
次
ぎ
テ
死
ケ
レ
．
ハ
、
．
兄
ノ
男
有
ケ
ル
そ
、
父
返
返
モ
云
付
ケ
レ
ド

A
B

そ
、
万
ノ
財
ハ
我
レ
独
引
寧
フ
叫
ト
思
可
レ
l
。
（
今
昔
3
1
ノ
5
）

A

 

B

お
の
れ
を
封
他
の
人
天
の
し
た
一
か
ほ
よ
し
と
叫
ぶ
と
剖
刷
。
い
か
な
る
串

な
ら
ん
。
昌
丁
治
9
ノ
8
）

其
ノ
啓
二
ハ
披
タ
ル
平
足
駄
ノ
片
足
ヤ
、
喜
尻
切
ノ
壊
タ
ル
ヤ
、
琶
自
軍
沓
ノ

A

 

B

切
タ
ル
ナ
ド
ヲ
コ
1
．
外
山
求
メ
テ
寧
ア
視
小
間
叫
ト
聞
侍
外
レ
l
。
（
今
昔
粥
ノ

叩）・1

其
ノ
止
事
莞
キ
兵
ニ
テ
坐
ス
レ
．
ハ
コ
l
刈
、
新
患
ヲ
攻
シ
空
フ
ム
人
ハ
、
安
ク

A
　
　
．
　
B

ハ
不
ゾ
有
マ
ジ
ト
ハ
恩
ツ
レ
　
（
今
昔
2
5
ノ
4
）
・

∧
特
殊
型
〓
∨

次
0
「
こ
そ
」
は
意
味
上
A
と
対
応
し
て
お
り
、
下
へ
続
く
故
そ
こ
で
已
然
形
結

び
は
消
去
さ
れ
る
べ
き
か
の
で
あ
る
が
、
B
で
已
然
形
終
止
と
な
っ
て
い
な

こ
れ
は
重
文
構
造
の
特
殊
型
で
あ
る
。

A

 

B

今
は
君
ヲ
可
刈
ハ
押
下
仰
ギ
朝
刊
身
ヲ
任
七
苧
ブ
メ
l
。
只
仰
7
マ
ゝ
．
。
（
今

昔
2
6
／
告

此
ノ
匝
ノ
内
二
人
テ
、
大
キ
ナ
リ
シ
蕪
一
ツ
ヲ
窄
テ
穴
ヲ
彫
チ
、
其
レ
ヲ
堅

．
仏
1
．
　
　
　
　
　
　
B

テ
l
引
本
意
ヲ
逐
テ
、
垣
内
二
投
入
テ
叫
可
。
（
今
昔
2
6
、
′
2
）

次
の
例
は
下
へ
続
く
が
構
文
上
特
殊
型
一
に
相
当
す
る
故
、
異
型
と
い
え
よ
う
。

A
．
　
　
B

門
よ
わ
こ
こ
l
可
出
す
彗
剖
事
に
ノ
し
封
柑
。
．
（
宇
治
2
．
ノ
6
）

＜
特
殊
型
≡
∨

こ
の
塾
は
言
そ
し
と
相
応
す
る
結
び
と
の
問
に
他
の
係
が
入
っ
て
、
結
び
が
．

乱
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

苦
シ
僻
ミ
テ
不
ゾ
参
ザ
ラ
ム
ヲ
、
．
強
一
遠
二
抱
キ
乗
セ
ム
事
可
叫
何
ナ
ル
ベ

A

 

B

キ
事
l
▼
一
盈
伺
ラ
骨
極
テ
恐
レ
奇
ゾ
有
キ
寄
れ
ナ
。
（
今
昔
1
2
ノ
望

A

　

′

賢
ク
恩
ヒ
懸
ヌ
人
ヲ
椙
給
テ
」
娘
ノ
平
カ
ニ
御
サ
ム
ズ
ル
コ
ソ
、
鈍
二
軍
ク
息

B
・
勾
引
ム
。
（
今
昔
2
6
ノ
8
）

構
文
上
、
A
．
・
B
の
対
応
は
緊
密
で
あ
る
が
、
B
は
ま
た
「
こ
そ
」
の
結
び
に

も
当
る
語
で
あ
れ
1
、
こ
れ
に
呼
応
し
て
巳
然
形
結
び
と
な
っ
て
ュ
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
る
に
そ
う
な
っ
て
い
な
い
か
ら
や
は
り
特
殊
型
の
一
つ
と
認
め
了
号
へ

き
で
あ
ろ
う
。

∧
特
殊
型
四
V

次
の
例
は
「
暫
し
か
ば
～
ま
し
」
と
い
う
呼
応
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

の
呼
応
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
が
史
的
事
実
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

亘・こ

1
1
）
・
の
で
特
に
と
り
出
し
て
考
え
て
お
こ
う
。
一

A

哀
レ
此
γ
ガ
男
ニ
テ
有
ラ
ー
可
の
l
剖
』
、
合
フ
蘭
究
ク
テ
長
芋
ナ
ム
ド
ニ
テ

B

l
引
ハ
有
l
q
可
。
（
今
昔
2
3
ノ
2
4
）

A

 

B

其
不
〆
御
マ
シ
カ
．
ハ
、
此
身
コ
ソ
ハ
田
テ
神
二
被
ゾ
金
可
可
ト
恩
へ
バ
、
只

我
レ
琴
チ
田
ナ
ム
ト
息
テ
也
。
（
今
昔
2
6
ノ
8
）

「
こ
そ
」
．
に
呼
応
し
て
已
鐸
形
結
び
と
な
る
べ
き
は
ず
の
B
が
そ
う
な
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
己
無
形
結
び
と
な
っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

．
A

我
レ
勇
一
貢
シ
テ
可
ゾ
看
キ
宿
世
看
ラ
可
可
却
舟
、
前
の
男
可
勇
不
ゾ
l
死
ズ

B

シ
テ
相
具
シ
テ
事
フ
可
可
対
当
（
今
昔
3
0
ノ
1
3
）

A
・

仏
師
の
も
上
に
て
つ
く
ケ
た
て
ま
つ
も
円
叫
瑚
ば
、
そ
こ
に
l
ィ
封
夢
は
物
は
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B

ま
い
ら
割
引
聖
　
（
宇
治
9
ノ
4
）

こ
の
異
型
と
し
て
は
次
の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。

A

 

B

夜
べ
み
つ
け
ま
い
ら
せ
ざ
ら
封
U
が
吋
か
や
う
に
こ
そ
候
は
ま
じ
。
（
宇

治

2

ノ

8

）

A

い
み
じ
か
ら
ん
こ
と
あ
り
と
も
た
え
入
は
て
瑚
刷
、
か
ひ
な
く
て
封
や
み

畦村
判
U
。
（
宇
治
7
ノ
ヱ

∧
特
殊
替
玉
∨

次
の
語
例
は
「
こ
そ
」
に
対
工
て
連
体
形
で
結
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
・

此
／
図
二
三
在
ツ
ル
時
l
引
、
其
ノ
習
一
隠
レ
テ
不
ゾ
被
け
破
ズ
シ
テ
有
外

項
。
（
今
昔
　
1
0
ノ
3
1
）

そ
ひ
て
二
三
町
ば
か
年
い
け
ど
む
、
我
に
人
口
利
付
増
利
と
恩
た
る
け
し
き

鴻
な
t
。
（
宇
治
．
2
ノ
1
0
「

こ
し
の
も
と
に
、
は
あ
く
そ
と
物
ゝ
あ
と
d
融
族
U
。
そ
れ
を
御
ら
ん
ぜ

よ
。
（
古
本
　
5
6
）
l

∧
特
殊
型
六
W

次
の
諸
例
は
「
こ
そ
」
に
応
じ
て
終
止
形
で
結
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
¢

肱
取
り
七
シ
ガ
レ
ヌ
．
ペ
キ
女
房
ノ
カ
ー
：
ツ
有
ケ
レ
。
此
レ
許
ニ
テ
l
彗
刈

文
殊
モ
被
ゾ
砕
ヌ
ペ
カ
可
引
∵
由
究
シ
迎
ナ
ム
。
（
今
昔
2
3
ノ
誉

哀
レ
比
．
訓
ソ
l
我
レ
ー
哀
指
サ
セ
ニ
由
来
ル
人
ナ
刃
引
ト
思
ケ
レ
・
ハ
「
　
（
今
昔

2
5
7
7
）

書
キ
折
節
二
引
参
り
会
ヒ
供
二
列
の
。
契
ニ
ハ
可
レ
申
キ
串
ノ
侯
へ
・
ハ
此

ク
度
々
参
り
候
ツ
ル
こ
、
人
ノ
不
ゾ
絶
ズ
朕
ツ
ー
ノ
．
ハ
不
ゾ
申
ザ
リ
ツ
ル
ヲ
、

（
今
昔
2
0
ノ
6
）

・
「
我
レ
可
刈
此
題
ハ
作
故
列
の
ト
思
フ
÷
文
時
が
作
レ
ル
詩
亦
徴
妙
シ
」

ト
被
り
仰
テ
、
（
今
昔
2
4
7
2
6
）

右
の
特
殊
型
五
二
へ
は
活
用
形
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
例
で
あ
る
が
・
終
止
l
・

－
連
体
同
形
で
形
態
上
か
ら
は
区
別
で
き
な
い
も
の
に
次
の
諸
例
が
あ
る
（
註

1
2
）
。

我
が
云
ツ
ル
串
ヲ
．
ハ
鴨
呼
ノ
事
二
恩
テ
、
料
得
タ
ル
気
色
極
カ
リ
ッ
レ
ド

そ
、
苧
テ
其
ノ
岳
′
辺
ナ
ム
ド
t
l
可
刈
、
．
戦
ヒ
極
ジ
テ
臥
セ
ル
剖
耳
。
（
今

昔
2
5
ノ
点
）

弟
「
音
二
付
テ
射
侯
ツ
レ
．
ハ
尻
答
フ
ル
心
地
シ
ツ
。
甲
ア
可
刈
ハ
当
り
不
′

当
ズ
ハ
行
テ
見
ム
」
　
（
今
昔
2
7
ノ
3
4
）

介
「
児
ヲ
衣
隠
シ
テ
人
ヲ
迷
ハ
ノ
サ
一
ム
ト
心
得
テ
、
只
噴
二
項
テ
、
戯
モ
可
′

為
様
有
テ
引
、
忌
々
ク
此
ル
事
シ
テ
人
魂
き
ト
云
へ
メ
、
（
今
昔
2
6
ノ

5
し此

ノ
人
達
ノ
説
キ
胎
ハ
ム
ヲ
聞
キ
給
テ
．
剖
外
、
若
干
7
罪
ヲ
モ
滅
シ
、
命
ヲ

モ
長
ク
成
拾
ハ
刃
ト
勧
ヨ
。
（
今
昔
1
9
ゾ
4
）

な
お
、
最
後
の
例
は
構
文
上
次
の
例
が
参
考
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
巳
然
形
結
び

と
な
っ
て
い
る
。

若
キ
程
ノ
心
不
リ
定
ヌ
ナ
ラ
バ
引
出
家
ヲ
モ
シ
、
身
ヲ
モ
投
ゲ
給
ハ
刃
・

（
今
昔
　
1
9
ノ
1
7
）

∧
特
殊
型
七
∨

次
に
列
挙
す
る
詩
例
は
「
こ
そ
」
に
対
し
て
助
詞
「
よ
」
で
応
じ
た
も
の
で
あ

る
。其

女
．
コ
l
可
ハ
汝
が
家
ノ
尿
屁
ノ
兢
浄
ツ
ル
女
可
」
汝
ハ
七
宝
ヲ
天
下
嘉
子

世
間
チ
慈
ニ
ス
ト
云
へ
ド
モ
へ
汝
が
果
報
ハ
彼
女
二
劣
レ
り
。
、
（
今
昔
　
3

′

2

1

）
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二
〕
れ
q
判
こ
の
山
に
す
み
給
文
殊
封
。
我
に
も
の
が
た
り
し
に
来
給
な
り
。

（
宇
治
1
4
ノ
1
）

「
あ
れ
は
変
化
の
物
ぞ
。
わ
れ
d
利
そ
憩
」
と
い
ヘ
ビ
も
き
ゝ
い
る
ゝ
打

．
な
し
。
（
学
拾
6
ノ
3
）

と
し
比
不
動
尊
の
火
ゑ
ん
を
あ
し
く
か
き
け
る
な
り
。
♪
ま
み
れ
は
か
き
し

そ
も
え
け
れ
と
心
え
つ
る
な
り
。
こ
れ
q
刺
せ
う
と
く
慰
（
宇
治
3
ノ

．
6
）

．
助
泥
ガ
朕
引
ハ
披
子
供
這
l
。
皆
モl
可
ゾ
仕
ケ
レ
ド
そ
、
催
セ
下
院
．
へ
．
ハ
半

ヲ
・
ハ
催
ど
テ
、
今
半
ヲ
・
ハ
助
泥
ガ
仕
テ
ム
ズ
ル
也
。
（
今
昔
28
ノ
9
）

次
の
例
は
助
詞
「
ぞ
か
し
」
で
応
じ
て
い
る
。
右
の
異
型
と
い
え
よ
う
。

入
道
の
君
日
刊
か
1
る
人
は
お
か
し
き
も
の
が
た
り
な
ど
も
す
る
省
か
U
。

（
宇
拾
1
4
ノ
1
1
）

∧
特
殊
型
八
∨

最
後
に
．
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
と
な
っ
た
も
の
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
終
止
形
で
結
ん

だ
用
例
が
か
な
年
み
ら
れ
る
。

こ
早
家
「
笥
此
一
二
寛
有
可
男
」
上
至
テ
、
（
今
昔
へ
2

9
ノ
翌

こ
の
異
型
と
t
て
は
助
詞
で
応
じ
た
も
の
が
あ
る
。

矧
レ
l
J
八
尋
ソ
l
此
ハ
様
有
ル
事
巧
ト
恩
ツ
ル
二
一
、
（
今
昔
　
2
0
ノ
1
）

然
〟
．
ハ
コ
ツ
、
契
ノ
仏
ハ
何
ノ
故
二
俄
l
京
ノ
未
ニ
ハ
甥
ジ
給
可
リ
キ
列
。

今
（
昔
　
2
0
ノ
3
）

矧
ヨ
此
ル
夜
来
夕
二
㌢
ム
人
ヲ
哀
レ
ト
不
ゾ
思
ザ
ラ
ム
可
。
l
（
今
昔

．

3

0

ノ

1

．

）

矧
l
叫
。
州
l
引
樋
キ
専
有
ト
モ
被
ゾ
蕩
ナ
ム
可
。
（
今
昔
　
2
9
ノ
望

こ
れ
ら
の
用
例
は
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
で
切
っ
て
二
文
と
．
み
る
見
方
も
あ
右
．
（
註

1
3
）
が
、
次
の
よ
う
に
已
然
形
結
び
も
諸
例
が
み
ら
れ
る
．
の
で
あ
る
。

彗
笥
l
引
只
ハ
ヲ
ハ
セ
ヌ
八
二
見
可
。
此
老
僧
モ
猶
故
看
ム
助
す
二
フ

ム
。
（
打
開
　
5
）

然
レ
バ
コ
ソ
夜
前
ハ

此
ノ
奴
ノ
迷
ハ
シ
ケ
ル
也
ケ
レ
ト
云
テ
、
（
今
昔
∴
訂

′

3

7

）

笥
不
用
′
童
ト
ハ
云
ヒ
外
山
。
吉
ク
此
レ
ヲ
不
ゾ
知
シ
テ
欝
メ
合

へ
ル
也
。
（
今
昔
　
1
2
ノ
3
4
）

開
国
．
．
1
州
可
刈
申
外
レ
l
。
今
ハ
咲
ヒ
飽
キ
給
ヒ
ヌ
ラ
ム
。
（
今
昔
　
2
4
ノ
望

一一71－

′
男
「
然
レ
イ
コ
ツ
此
人
只
物
ニ
ハ
非
ザ
ツ
ケ
リ
」
ト
恩
テ
、

1
1
4
）

（
今
昔
　
3
0
7

さ
れ
ば
こ
そ
申
さ
ぶ
ち
ほ
じ
と
は
申
て
候
つ
れ
と
串
に
、
（
宇
治
3
ノ
1
7
）

こ
の
よ
う
に
用
例
は
多
い
。

「
然
レ
．
ハ
コ
ツ
此
レ

1

9

ノ

4

4

）

ハ
様
有
ル
事
也
薪
が
」
ト
奇
異
ク
見
ル
程
こ
、
（
今
昔

さ
れ
ば
こ
そ
た

ゞ
人
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り
。
仏
な
ど
の
へ
ん
じ
て
あ
り
き
給

に
や
。
（
宇
治
　
2
ノ
1
）

矧
ヨ
我
レ
′
ハ
鬼
ノ
家
二
束
リ
ニ
可
引
ト
恩
テ
、
（
今
草
1
2
7
2
8
）

矧
l
叫
l
ぺ
可
外
人
ノ
寵
ノ
係
ヲ
見
テ
病
付
ヌ
ル
二
二
、
其
治
コ
ツ
外
ノ
串
刻
河

上
云
ケ
レ
．
ハ
、
（
今
昔
　
2
4
′
1
1
）
．

、
四

前
軍
に
お
い
て
は
「
こ
そ
」
に
よ
る
特
殊
型
の
強
調
表
現
を
形
態
上
か
ら
八

種
短
に
分
類
し
て
考
察
し
た
。
　
文
法
的
破
格
と
呼
ば
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
表

現
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
解
釈
と
し
て
次
の
よ

う
な
仮
説
を
た
て
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

一
、
単
な
る
作
者
の
書
き
誤
カ
、
又
は
伝
写
の
誤
り
。



二
、
特
殊
な
表
現
効
果
を
狙
っ
た
バ

≡
」
平
安
朝
在
来
の
用
法
の
継
承
。

四
、
係
結
の
法
則
の
崩
壊
現
象
の
あ
ら
わ
れ
。

第
一
の
仮
説
に
該
当
す
る
も
の
は
い
く
つ
か
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
．
し
か

し
、
形
態
的
に
種
々
相
の
み
ら
れ
る
こ
と
及
び
周
例
数
の
比
較
的
豊
富
な
こ
と

の
二
点
に
よ
っ
て
一
応
否
定
し
て
お
こ
う
。

第
二
の
仮
説
に
、
つ
い
て
今
明
ら
か
に
特
殊
な
表
現
効
果
を
狙
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
は
、
特
殊
型
七
「
こ
そ
～
よ
」
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

甘
田
窮
民
が
今
昔
物
語
の
二
例
を
指
摘
し
て
、
∧
「
こ
そ
」
の
用
法
中
、
・
注

意
す
べ
き
も
の
は
、
主
語
に
「
こ
そ
」
を
つ
け
て
、
文
末
を
「
ュ
」
で
結
ぶ
言

い
ま
わ
し
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
よ
」
は
指
定
の
「
な
り
」
に
あ
た
る
意
味
を

あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
、
「
こ
そ
」
や
「
よ
」
と
い
う
助
詞
を
用
い
て
構
成
さ

れ
て
′
い
る
表
現
法
で
あ
る
か
ら
、
硬
い
強
調
表
現
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
∨
（
註
1
4
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
こ
そ
～
已
然
形
」
示
強
調
表

現
と
し
て
の
強
さ
を
減
じ
て
く
る
と
共
に
そ
れ
で
丑
あ
き
た
ら
ず
、
更
に
強
い

強
調
表
現
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
む
う
。
佐
伯
梅

友
博
士
は
源
氏
物
語
の
会
話
文
中
に
「
こ
そ
「
已
然
形
＝
な
」
が
数
例
み
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
詰
1
5
）
が
、
一
派
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

ぅ
に
思
う
。
そ
の
他
の
特
殊
型
で
は
、
「
濱
れ
ば
こ
そ
」
は
別
と
し
て
、
特
殊

な
表
現
効
果
を
狙
っ
た
と
解
釈
で
き
る
だ
け
の
用
例
数
が
な
い
。

第
三
の
仮
説
は
平
安
朝
の
資
料
を
調
査
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
奈
良
朝

に
お
い
て
は
「
こ
そ
」
に
応
じ
で
形
容
詞
の
場
合
達
体
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る

．
が
、
㍉
」
れ
ほ
形
容
詞
の
巳
然
形
の
未
発
達
が
原
因
で
あ
り
、
平
安
朝
に
な
る
と

已
然
形
で
応
じ
て
い
る
か
ら
彼
と
此
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
く

ま
い
。
そ
こ
で
、
他
に
用
例
を
求
め
る
に
砥
実
性
の
あ
る
資
料
と
．
い
う
点
で
充

分
清
足
が
得
ら
れ
な
い
ノ
果
し
て
平
安
朝
の
姿
の
ま
1
で
伝
？
て
い
る
か
疑
問

が
残
る
が
、
次
に
調
査
し
た
資
料
の
用
例
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

わ
が
本
意
に
は
、
い
と
花
や
か
な
ら
ざ
ら
む
女
の
、
物
恩
ひ
知
り
た
ら
む
が
、

容
貌
を
か
し
げ
な
ら
む
を
自
利
唐
土
新
羅
ま
で
も
と
め
軸
と
恩
ふ
。
（
落
寝

物
語
・
朝
日
古
典
一
九
五
頁
）

み
な
ほ
ほ
ゑ
み
て
な
い
し
の
か
み
あ
か
は
な
に
か
L
d
利
の
そ
ま
山
と
お
も

ふ
を
ひ
た
う
に
も
お
は
し
か
け
け
渇
か
な
な
ど
の
た
ま
ふ
に
、
二
源
氏
物
語

大
成
　
行
皐
　
九
〇
入
貢
）

し
げ
さ
ほ
し
ろ
人
も
な
し
と
」
見
U
恩
ふ
た
ま
へ
U
。
（
暗
蛤
日
記
　
岩
波
古

l
典
大
系
二
四
一
頁
）

私
兵
式
部
と
い
ふ
人
q
判
、
両
白
う
撃
ぎ
交
し
恩
。
（
紫
式
部
晶
岩

波
文
庫
六
四
頁
）

さ
れ
は
こ
そ
こ
と
も
の
ゝ
か
は
也
け
り
と
云
　
（
竹
取
物
語
総
索
引
）

さ
れ
げ
こ
そ
天
ぐ
な
な
り
と
く
、
　
（
字
渾
保
物
語
俊
蔭
　
岩
波
文
庫
八
四

真
）

こ
れ
ら
の
用
例
が
た
守
え
原
形
を
と
ゞ
め
て
い
る
に
し
て
も
、
分
畳
の
割
に
伍

少
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
直
ち
に
中
世
初
期
の
特
殊
型
に
結
び
つ
く
と
苧
え

る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
「
さ
れ
ば
こ
そ
」
の
イ
デ
ィ
オ
ム
化
は
平
安
朝
に
遡

れ
る
と
し
て
も
、
他
の
特
殊
烈
ぽ
や
は
り
何
か
別
の
カ
が
作
用
し
て
誤
っ
た
と

み
る
方
が
穏
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
ゞ
已
然
形
で
終
止
す
る
こ
と
自
体

が
特
殊
な
だ
け
に
誤
り
易
い
も
の
を
内
在
し
て
い
そ
し
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
平
安
末
期
の
資
料
に
な
る
と
（
や
は
り
資
料
の
確
実
さ
に
疑
問
を

残
す
が
）
、
此
腰
的
用
例
数
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
平
空
木
期
の

資
料
と
断
言
で
き
な
い
も
の
む
あ
る
の
で
、
当
期
に
続
い
て
ゆ
く
資
料
と
い
う

意
味
で
次
に
用
例
を
示
そ
う
。
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五
日
と
い
ふ
日
、
生
れ
た
ま
へ
り
け
む
こ
そ
、
い
か
に
折
さ
へ
花
や
か
に
め

で
た
か
り
珊
瑚
と
お
ぼ
え
叫
べ
軸
。
（
大
鏡
朝
日
古
典
六
八
貰
）

こ
の
お
き
な
キ
そ
の
頃
大
官
な
る
所
に
や
ど
り
て
は
べ
れ
し
か
ば
、
御
声

に
d
刊
お

l
葛
利
で
、
い
と
い
み
じ
う
承
は
り
り
射
。
（
大
鏡
前
掲
一
七

五
頁
）

ま
し
て
坤
の
御
心
に
、
さ
ま
で
ほ
し
く
思
し
け
む
q
刊
、
月
別
吋
御
心
お
ご

．
り
し
た
ま
ひ
け
む
。
（
大
鏡
二
別
掲
一
二
〇
頁
）

．
昔
か
う
や
う
け
ん
に
侍
り
け
ん
は
ん
が
く
と
い
ひ
侍
り
け
る
人
な
ど
忌
い
、

名
を
伝
へ
笥
。
（
浜
松
中
納
言
物
語
新
註
国
文
学
莞
竺
一
六
三
亘
）

そ
れ
日
刊
い
と
み
じ
か
り
け
る
こ
と
封
。
（
浜
佼
中
納
言
物
語
前
掲
二
六

一
夏
）

．
そ
の
と
ど
ま
り
お
は
し
ま
す
女
官
封
は
、
大
京
院
封
。
（
大
鏡
前
掲
八

一
頁
）

か
の
大
将
の
妹
の
宣
瑠
農
の
女
御
の
産
み
給
へ
り
し
、
八
の
嘗
q
刊
は
、
世
ノ

ゐ
痴
者
の
い
み
じ
き
例
封
。
（
栄
花
物
語
甘
蔭
か
づ
ら
岩
波
文
直
∵
甲
八

四
頁
）

一
方
な
ら
ぬ
花
の
色
々
を
q
刊
尽
し
重
ね
て
お
は
す
ら
む
剖
u
と
、
（
浜
松

中
納
言
物
語
前
掲
二
九
八
五
）

．
こ
れ
ら
の
用
例
は
第
三
の
仮
説
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
第
四
の
仮
説
と
し
て
考
え

・
′
る
べ
き
．
1

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
語
は
余
程
の
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
突
然
に

変
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
普
通
総
漸
擁
的
に
変
遷
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「

こ
そ
」
の
場
合
も
そ
う
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
一
般
に
「
こ
そ
－

已
然
形
」
は
中
世
末
期
ま
で
保
た
れ
た
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
崩
壊
現
象

は
遡
．
っ
て
考
へ
る
．
へ
き
で
あ
り
、
．
種
々
の
点
で
近
代
語
へ
の
転
換
の
き
ざ
し
を

み
せ
て
一
い
る
中
世
初
期
乃
至
平
安
末
期
に
そ
の
現
象
が
見
ら
れ
て
も
不
自
然
で

は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
断
定
す
る
に
ほ
更
に
次
の
二
点
を
扁
記
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
一
つ
は
「
こ
そ
」
よ
り
早
く
滅
び
た
「
ぞ
」
　
「
な

む
」
に
も
当
然
類
似
の
特
殊
型
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
今
一
つ
は
当
期
に
続
く
時
代
の
資
料
に
同
類
の
「
こ
そ
」
の
用
例
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
・
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

元
し
た
第
七
表
に
よ
っ
て
数
量
的
に
知
ら
れ
る
。
用
例
数
が
「
こ
そ
」
の
半
数

で
し
か
な
い
の
は
、
「
ぞ
」
　
「
な
む
」
が
連
体
形
結
び
と
な
り
そ
れ
が
当
時
勢

力
を
得
て
き
た
連
体
形
終
止
文
と
重
複
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
こ
そ
」

の
特
殊
型
ほ
ど
種
々
相
が
み
ら
れ
な
い
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
1
一
例
を
▼
あ
げ
る
な
ら
ば
、

′

　

A

 

B

綿
厚
キ
衣
一
ツ
ヲ
給
ヒ
テ
、
「
・
…
⊥
ト
勇
司
刊
、
内
二
人
二
叫
叫
。
（
今

昔

　

2

5

ノ

7

）

右
は
形
の
上
で
は
特
殊
型
二
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
B
は
「
ぞ
」
と
関

係
し
て
い
る
と
み
る
よ
り
は
連
体
形
終
止
文
の
l
一
例
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
こ
．
の
例
を
特
殊
型
と
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
後

者
に
つ
い
て
は
、
当
期
の
資
料
に
続
く
時
代
の
用
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
．

こ
れ
q
判
み
や
こ
う
つ
り
封
、
（
古
今
著
聞
集
　
′
3
ノ
3
）

一丁73－

さ
れ
ば
こ
そ
、
い
よ
！
1
あ
さ
ま
し
く
く
や
し
き
畢
か
ぎ
り
な
し
。
（
古
今

著
聞
集
　
2
0
ノ
3
0
∵

或
ハ
魔
道
二
堕
チ
或
ハ
惑
趣
ニ
モ
沈
ム
l
引
口
腹
心
ナ
ル
コ
㍗
テ
、
（
広

本
沙
石
発
　
1
7
7
）
・

是
引
小
袖
一
ノ
恩
ト
恩
ヒ
バ
カ
ラ
イ
タ
ル
融
の
、
（
広
本
沙
石
集
1
ノ
7
）

ナ
ニ
シ
ニ
タ
フ
ト
仰
セ
ラ
ル
レ
ハ
召
返
ス
也
ト
尋
メ
ノ
給
可
勅
、
（
広
本
沙

石
集
　
1
ノ
7
）

此
レ
可
一
哉
カ
オ
ハ
御
前
ノ
モ
ト
で
テ
、
（
広
本
沙
石
寛
2
ノ
4
）

ヽ
一



仰
付
ラ
．
．
レ
ク
ル
人
、
コ
レ
可
ソ
l
朱
可
ト
申
ケ
ル
ヲ
、
（
甘
木
沙
石
集
　
5
未

ノ
l
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

沙
石
集
に
は
用
例
が
多
い
。
戦
記
物
に
な
る
ぐ
．
特
殊
型
五
・
六
・
・
七
の
用
例

が
延
庭
木
平
家
物
語
に
み
え
る
（
琵
禁
の
を
は
じ
l
め
て
用
例
は
多
く
な
っ
い

る
。
更
に
抄
物
に
も
少
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
註
1
7
）
。
．
つ
ま

′

り
∵
中
世
初
期
に
み
た
る
特
殊
型
は
漸
増
の
様
相
を
元
し
な
が
▼
ら
中
．
絶
す
る
こ

と
な
く
中
世
末
期
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
中
世
初
期
の
特
殊
型
は

一
部
に
平
安
朝
在
来
の
用
法
や
特
殊
な
表
現
効
具
を
狙
っ
た
も
の
が
あ
る
に
し

て
も
、
官
ず
は
係
絵
の
法
則
の
崩
壊
現
象
の
あ
ら
わ
れ
と
い
ヶ
線
上
で
と
ら
え

う
る
も
の
で
あ
る
。
枚
村
閉
氏
は
徒
然
草
の
【
ぞ
」
の
用
例
－
特
殊
型
一
に
相

当
1
を
指
摘
し
て
係
絵
の
法
則
の
弛
捗
と
さ
れ
た
（
註
1
8
）
が
、
当
期
の
「
こ
．

そ
」
の
特
殊
型
は
そ
れ
以
上
に
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

結
局
二
前
述
の
八
位
の
特
殊
型
は
箪
四
の
仮
説
を
中
心
と
し
て
第
二
・
第
三

（
或
は
第
一
も
）
の
仮
説
が
絞
り
混
っ
だ
も
の
で
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
～
∵
し

の
よ
う
に
み
て
く
る
と
」
　
「
こ
そ
～
已
然
形
」
の
崩
壊
現
象
は
単
一
コ
ー
ス
を

た
ど
．
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
外
的
条
件
も
加
わ
っ
て
複
如
な
様
相
を
元
し
な
が

ら
漸
次
崩
壊
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
・

（
註
1
）
次
に
底
本
と
し
て
使
用
し
た
テ
キ
ス
寸
を
元
し
て
お
工
法
畢
修
法

一
百
座
間
哲
抄
（
未
詳
稿
別
冊
）
・
打
田
集
（
国
語
学
資
料
第
八
酷
）
・
今

昔
物
語
集
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
「
・
梅
沢
本
古
本
説
話
彙
（
岩
波
文
匝
）

．
・
宇
治
拾
遺
物
語
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
。
な
お
今
昔
・
宇
治
は
校
異
の

あ
る
も
の
を
採
ら
ず
、
首
座
・
打
開
・
古
本
は
随
時
写
真
複
製
を
参
照
し
本

文
を
訂
正
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
韻
文
中
に
出
て
く
る
よ
う
な
特
殊

例
は
探
っ
て
い
な
い
。

ノ

（
註
2
）
永
井
班
長
「
係
助
謁
ぞ
・
な
む
・
こ
せ
玖
本
質
意
鼓
に
就
い
、
て
」
（

国
文
学
致
第
四
巻
怒
〓
輿
l
昭
和
等
9
鳶
・
官
慧
江
氏
「
薯
の
表

現
価
値
－
物
語
文
章
論
よ
れ
見
た
る
「
」
　
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
2
7
年
2
月

．
号
）
。
な
お
、
今
昔
物
語
を
採
り
あ
げ
た
滝
の
に
次
の
論
文
が
あ
る
。
水
野

艮
子
氏
「
係
結
の
表
現
よ
り
み
た
る
今
昔
物
語
の
文
体
」
　
（
愛
知
県
立
女
子

大
学
「
説
林
」
I
、
昭
和
3
2
年
1
2
月
）
・
松
島
典
雄
氏
「
今
昔
物
語
に
現
わ

訂
た
係
結
の
表
現
価
値
」
（
福
井
大
学
「
国
語
国
文
学
」
第
人
号
、
昭
和
3
3

年
1
0
月
二
　
　
　
　
　
　
′

（
註
3
）
今
昔
物
語
に
は
洪
文
脈
・
和
文
脈
の
問
題
が
あ
る
の
で
参
考
ま
で
に

巻
別
に
示
し
て
お
く
。
係
結
は
平
安
朝
に
お
い
て
和
文
脈
の
文
章
に
多
く
、
決

文
脈
の
文
章
に
少
い
。
従
来
、
今
昔
物
語
の
文
革
は
天
竺
霞
旦
・
．
本
朝
前
半

が
洪
文
脈
、
本
朝
後
半
が
和
文
脈
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
表
も
そ
の
説

を
ほ
ゞ
裏
付
け
て
い
る
。
な
お
「
水
野
・
松
島
両
氏
も
別
に
義
元
し
て
お
ら

れ
る
が
、
底
本
の
違
い
に
よ
る
差
異
が
み
ら
れ
る
。
．
（
次
頁
の
表
参
懸

（
註
4
）
永
井
洗
氏
前
掲
論
文
所
敬
。
以
下
平
安
朝
の
場
合
は
琴
示
し
な
い
。

（
琵
5
）
l
宮
坂
和
江
氏
前
掲
論
文
。

（
琵
6
）
第
七
裏
の
「
そ
の
他
」
は
主
に
結
び
に
校
異
の
軒
勺
も
の
を
指
す
。

（
訂
7
）
阪
倉
篤
築
氏
「
歌
物
語
の
文
章
－
ナ
ム
の
係
り
結
び
を
め
ぐ
っ
て
1
」

（
国
語
国
文
昭
和
2
8
年
6
月
号
）
参
照
。

（
琵
8
）
．
中
田
祝
夫
博
士
「
平
安
時
代
の
国
語
」
　
（
「
日
本
語
の
歴
史
」
所

収）。

（
琵
9
）
山
内
洋
一
郎
氏
「
院
政
期
の
連
体
形
終
止
」
　
（
国
文
学
致
第
2
1
号
、

昭
和
3
4
年
7
．
月
）
参
照
。

（
註
1
0
）
大
野
晋
氏
「
日
本
古
典
文
法
－
そ
の
一
・
コ
ツ
．
の
係
り
結
び
（
十
）

－
」
　
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
昭
和
3
2
年
3
月
号
）
。
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（
竃
1
1
）
佐
藤
喜
代
治
氏
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
助
動
詞
」
（
国
文
学
解
釈
と

鑑
望
昭
和
3
2
年
1
1
．
月
号
）
参
照
。

（
註
は
）
金
田
一
春
彦
氏
「
国
語
ア
ク
セ
ソ
ー
ト
史
の
研
究
が
何
に
役
立
つ
か
」

（
「
言
語
民
俗
論
叢
」
所
収
）
に
よ
れ
ば
両
形
は
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
区
別
可

餞
と
さ
れ
る
が
、
未
だ
本
稿
に
利
用
し
、
ズ
な
い
。

（
註
崇
日
本
古
典
文
学
大
系
「
今
昔
物
語
集
三
」
二
八
一
貫
頭
註
九
。

（
註
誓
山
田
巌
氏
．
「
今
昔
物
語
の
文
臣
．
（
「
8
本
文
法
講
座
4
所
収
」
）
。

（
証
書
佐
伯
梅
友
博
士
「
仕
呈
、
つ
り
に
く
き
常
任
に
こ
そ
侍
れ
や
」
（
未

定
稿
第
三
号
）
㍗

（
謀
誓
山
田
孝
雄
博
士
「
平
家
物
語
の
語
法
」
一
六
九
三
真
二
八
六
大

貫
も

（
琵
豆
）
湯
沢
裏
吾
郎
博
士
「
望
町
時
代
言
語
の
研
究
」
一
二
四
入
貢
っ

遍
誓
．
松
村
明
氏
「
国
語
史
か
ら
見
た
徒
然
茸
」
　
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
昭

ノ

和
3
2
年
1
2
月
号
）
参
照
。
．

－
「
広
島
大
学
大
学
院
学
生
　
－




