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1

以
上
二
十
一
項
の
各
班
現
に
つ
い
て
待
べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
大
・

村
方
言
の
す
べ
て
の
表
現
法
に
つ
い
て
日
用
し
た
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な

い
。
ま
だ
ま
だ
整
理
で
き
ぬ
百
折
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
。
が
、
ひ
と
ま
ず
の
区
切

と
し
て
他
は
後
日
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。

ま
え
が
き
で
記
し
た
よ
ケ
に
、
大
村
方
言
の
話
部
を
中
心
に
分
類
し
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
全
一
的
な
文
表
現
の
把
起
で
あ
っ
た
。
し

か
し
実
際
は
語
法
を
中
心
と
す
る
述
部
の
構
成
主
義
的
要
素
観
に
終
始
し
た
お

そ
れ
が
あ
る
。
今
は
基
本
的
な
認
識
に
立
脚
し
て
研
究
を
進
め
る
と
い
う
観
点

に
立
と
う
と
思
う
。
そ
し
て
「
分
類
の
正
確
さ
」
と
い
う
こ
と
も
心
が
け
た
い

と
田
山
う
。

か
つ
て
広
島
の
方
言
研
究
会
で
、
藤
原
与
一
先
生
か
ら
、
「
l
地
精
査
」
と

い
う
教
え
を
い
た
だ
い
た
。
大
村
方
言
・
1
－
も
ま
た
必
要
に
し
て
充
分
な
精
査

の
l
地
点
で
あ
る
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
六
二
・
一
・
九
）

1
1
千
糞
大
学
文
理
学
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講
師
1
1
－

藤
　
　
原
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方
　
言
　
の
．
発
　
想
　
法

車
　
思
い
か
た
述
べ
か
た

発
想
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
こ
れ
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
、
私
に

は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
発
想
法
と
い
う
も
の
を
、
も
の
ご
と
を
思
っ
て
述

．
へ
る
「
思
い
か
た
述
べ
か
た
」
と
し
て
お
く
。

心
に
思
う
こ
と
考
え
る
こ
と
が
お
こ
っ
て
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
す
る
。
そ
の

時
、
そ
の
思
い
・
考
え
に
、
思
い
わ
け
よ
う
な
り
考
え
わ
け
よ
う
な
り
が
で
き

る
。
そ
の
思
い
わ
け
よ
う
・
考
え
わ
け
よ
う
1
二
口
に
言
っ
て
「
思
い
か

た
し
）
－
ト
が
、
ま
ず
文
字
ど
お
り
の
発
想
法
で
あ
ろ
な
さ
て
、
そ
の
よ
う
′

な
「
思
い
か
た
」
に
応
じ
て
、
当
然
、
そ
れ
な
り
の
こ
と
ば
が
つ
か
わ
れ
る
。

つ
ま
り
「
述
．
へ
か
た
」
が
な
さ
れ
る
。
発
想
法
は
、
じ
つ
さ
い
に
は
、
こ
と
ば

の
述
べ
か
た
　
ー
　
述
べ
ら
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
－
‥
に
つ
い
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
・
こ
と
ば
で
の
述
べ
か
．
た
に
よ
ら
な
く
て
は
、
発
想
法
を
客
観
的
に

と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
私
ど
も
は
、
発
恕
法
を
、
「

思
い
か
た
述
べ
か
た
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

方
言
生
活
の
中
に
は
、
ど
の
よ
う
な
発
想
法
が
見
ら
れ
よ
う
か
。
私
は
、
方

言
生
活
の
中
に
、
特
殊
な
発
想
法
が
あ
る
な
ど
と
は
言
お
う
と
し
な
い
。
方
言
の

中
の
発
想
法
も
ま
た
へ
国
語
の
中
の
し
ぜ
ん
の
発
想
法
に
は
か
な
ら
な
い
か
ら

tosho-seibi-repo
長方形
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J

．

　

／

で
あ
る
。
一

方
言
の
発
想
法
を
、
多
く
、
こ
ま
か
く
見
て
い
く
と
、
こ
こ
に
は
、
国
語
の

発
想
法
の
し
ぜ
ん
の
す
が
た
が
、
限
り
も
な
く
兄
い
だ
さ
れ
る
。
国
語
の
発
想

法
は
こ
ん
な
も
の
な
め
か
と
、
よ
く
納
待
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、
じ
つ
に
．
多

い
。
私
は
、
国
語
の
発
想
法
を
具
体
的
に
把
拉
し
よ
う
と
し
て
、
方
言
の
発
想

法
を
見
る
。〓

　
方
言
の
世
界

日
本
語
の
現
実
を
、
諸
方
言
の
む
ら
が
り
あ
う
世
界
－
そ
う
い
う
統
一
世

界
1
に
み
と
め
て
、
「
日
本
語
の
現
実
を
『
方
言
の
世
界
』
に
見
る
。
」
と

言
お
う
。

方
言
の
世
界
に
、
国
語
の
発
想
法
を
見
る
。
方
言
の
世
界
は
、
国
語
の
発
想

法
の
咲
き
匂
う
花
園
で
あ
る
。

一
例
、
比
喩
表
現
の
発
想
を
と
り
あ
げ
て
告
も
、
方
言
の
世
界
に
、
国
語

の
発
想
生
活
の
、
じ
つ
に
多
彩
な
お
も
し
ろ
み
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
い
そ
が
し
く
て
、
ま
っ
た
く
、
や
り
き
れ
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
方
言

人
は
、
「
マ
イ
ガ
　
マ
一
ソ
。
」
（
舞
が
窄
え
ん
。
）
な
ぜ
と
言
う
。
T
1

「
テ
ン
テ
コ
マ
イ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
も
、
こ
こ
に
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
）

比
喩
の
思
い
は
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
、
き
わ
め
て
柔
軟
に
き
り
出
さ
れ

る
。次

下
に
は
・
方
言
の
世
界
に
つ
い
て
、
特
に
あ
い
さ
つ
表
現
の
生
活
に
眼
を

そ
そ
ぎ
、
こ
こ
で
、
方
言
生
活
上
の
発
想
法
の
、
端
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の

を
、
問
題
に
し
て
み
よ
う
。

三
　
左
様
ナ
ラ
バ

別
れ
の
あ
い
さ
つ
に
、
「
サ
ヨ
ナ
ラ
。
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
畠
方
言
上

で
は
、
こ
れ
が
、

○
可
イ
可
ラ
。

な
ど
と
も
な
っ
て
い
る
。
「
サ
様
ナ
ラ
．
ハ
。
」
が
「
バ
」
臨
と
な
っ
て
、
口
こ

と
ば
ら
し
い
、
く
だ
け
た
も
の
と
な
っ
て
は
、
や
が
て
、
「
サ
ヨ
ナ
ラ
。
」
1

「
サ
イ
ナ
ラ
。
」
の
音
靴
も
、
当
然
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
こ
と
・
で
あ
ろ
う
。

ヽ

さ
て
こ
の
「
サ
様
ナ
ラ
・
ご
系
の
言
い
か
た
を
見
る
と
、
そ
の
下
の
「
ど
う

ど
う
。
」
と
い
ぅ
こ
と
ば
、
た
と
え
ば
「
こ
れ
に
て
机
免
仕
り
ま
す
。
」
と
い

う
よ
う
な
口
上
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
「
サ
様
ナ
ラ
バ
」
で
や

め
た
当
時
は
、
言
主
た
ち
に
、
あ
い
さ
つ
の
口
上
を
う
ち
切
っ
た
意
識
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
今
日
の
「
で
は
。
」
「
ヂ
ヤ
1
。
」
（
「
ヂ
ヤ
ー
イ
ズ
レ
　
マ

タ
。
」
）
な
ど
宝
ロ
っ
た
時
の
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
墾
準
甲
止
が
、

習
慣
化
し
た
。
こ
れ
は
、
叙
述
中
止
の
発
想
法
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
止
し
て
、
あ
と
の
言
い
か
た
を
省
略
し
た
の
で
も
、
あ
い

さ
つ
こ
と
ば
と
し
て
は
、
よ
ろ
し
い
と
、
考
え
た
の
で
あ
る
。
・
叙
述
中
止
法
を

探
っ
た
発
想
法
は
、
「
省
略
」
発
想
法
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
サ
様
ナ
ラ
バ
。
」
だ
け
で
と
ど
め
る
と
な
る
と
、
こ
の
裏
望
完
に
即
応

し
て
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
に
、
表
望
宗
の
し
る
し
の
文
ア
ク
セ
ン
ト
が
、
習

慣
化
し
固
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
U
あ
と
に
他
の
こ
と
ば
が
つ
づ
く
時
に
は
、

「
こ
の
部
分
に
、
い
ろ
い
ろ
の
抑
揚
波
が
起
こ
り
う
る
が
、
「
サ
様
ナ
ラ
．
ハ
。
」

の
言
い
き
り
で
は
、
ま
ず
、
「
・
こ
に
、
多
く
は
、
下
が
り
調
子
が
、
固
定
的
と

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
下
し
略
と
な
っ
て
「
サ
ヨ
ナ
ラ
。
」
形
が
成
就
す
る

と
、
∵
こ
れ
に
は
、
「
サ
ヨ
ナ
ラ
。
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
で
き
た
。
こ
の
場

合
は
」
　
「
ラ
」
で
調
子
が
上
が
っ
て
い
る
。
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
、
習
慣
的
な

一
定
形
式
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
文
丁
．
ク
セ
ン
ト
が
固
定
す
る
よ
う
に

－　386－



な
っ
た
こ
ろ
に
ほ
・
も
は
や
、
′
そ
の
叙
述
中
止
の
「
省
略
」
発
想
は
、
発
想
法

形
式
と
し
て
、
安
定
し
て
・
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
安
定
の
中
で
、
「
サ
ヨ
ナ

ラ
・
」
l
「
サ
イ
ナ
ラ
。
」
の
よ
う
な
変
形
も
、
自
由
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
。

「
ア
・
ハ
　
ヨ
。
」
な
ど
の
別
辞
が
、
「
さ
ら
．
ご
系
の
も
の
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
、
「
・
ご
を
省
略
は
せ
ず
、
そ
こ
へ
「
ヨ
」
文
末
詞
を
そ
え
て
、
そ
れ

で
、
一
ま
と
ま
り
の
別
辞
を
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
「
ヨ
」
の
よ
う
な
、
上
び

か
け
性
の
は
っ
き
り
し
た
文
末
詞
を
つ
け
そ
え
れ
ば
、
そ
の
前
の
も
の
が
、
ど

ん
な
省
略
形
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
た
し
か
に
、
l
文
表
現
の
ま
と
ま
り
は

う
ま
れ
る
。
さ
て
、
「
デ
．
ハ
　
ヨ
。
」
と
な
っ
た
も
の
は
、
ま
た
、
し
せ
ん
に

変
化
も
し
て
い
っ
た
ら
し
い
。
「
ア
ン
．
ハ
　
イ
t
。
」
な
ど
と
あ
る
の
も
、

「
丁
・
ハ
　
ヨ
。
」
の
変
形
で
あ
る
場
合
が
、
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
ご
を
お
と
す
・
お
と
さ
な
い
は
、
表
現
気
分
あ
る
い
は
発
想
の
、
l
つ

の
大
き
な
、
注
目
す
べ
き
ち
が
い
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
、
お
と
し
た
方
の

発
想
法
は
、
国
の
西
部
系
の
地
方
に
多
く
見
ら
れ
、
お
と
さ
な
い
方
の
発
憩
法

は
、
だ
い
た
い
、
国
の
東
部
地
方
に
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
し
1
こ
の
あ
る

方
で
は
・
「
サ
ヨ
ウ
ナ
ラ
バ
。
」
の
、
長
い
言
い
か
た
は
、
し
て
い
な
い
。

（
「
・
ご
を
言
う
く
ら
い
の
所
で
は
、
短
い
言
い
か
た
を
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
・
）
発
想
法
の
地
方
差
が
、
こ
う
し
て
み
と
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、
西
の
九
州
に
も
、
「
ご
を
言
う
形

の
兄
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
野
村
伝
四
氏
の
「
大
隅
肝
同
郡

方
言
集
」
に
は
、

サ
ン
．
ハ
サ
ン
．
ハ
　
　
家
人
が
櫨
に
出
る
折
、
．
後
に
残
る
老
人
な
ど
が
、
去

る
人
を
手
招
ぎ
し
つ
ゝ
唱
へ
た
言
葉
。
意
味
不
明
。

と
出
て
い
る
。
薩
摩
の
既
島
に
、
．
「
サ
ン
バ
。
」
「
ア
ン
．
ハ
一
。
」
　
（
さ
よ
う
な

ら
。
．
）
が
あ
る
。
藁
条
思
雄
氏
・
上
村
要
義
も
報
告
し
て
い
ら
れ
る
。
｝

山
口
麻
太
郎
氏
の
「
葱
肢
島
方
言
集
」
に
も
、

サ
ン
・
ハ
　
晩
の
挨
拶
。
さ
よ
う
な
ら
。
「
－
な
」
「
1
－
し
う
か
」

が
見
え
る
。
こ
う
い
ぅ
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
も
と
も
と
は
、
国
の
東
西
に
広

く
、
「
l
・
ハ
。
」
形
の
別
辞
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
近

攣
二
重
県
下
の
方
言
文
献
に
も
「
あ
は
な
。
」
「
あ
ば
あ
。
」
の
見
え
る
こ
と

な
ど
か
ら
す
る
の
に
、
む
か
し
は
、
こ
の
踵
の
言
い
か
た
が
、
国
の
中
央
に
も

東
西
の
諸
地
方
に
も
、
二
広
く
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
（
た

だ
、
「
サ
様
ナ
ラ
．
ハ
。
」
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
知
り
よ
う
が
な
い
。
）
そ
う

あ
っ
て
も
上
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
さ
ら
は
」
た
ど
は
、
か
ん
た
ん
里
己
っ

て
、
標
準
語
形
だ
っ
た
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
「
～
．
ハ
。
」
が
広
く
東
西
に
お

こ
な
わ
れ
る
う
ち
．
に
、
西
部
系
の
地
域
は
、
し
だ
い
に
「
ハ
．
」
を
お
と
す
方
に

お
も
む
き
（
発
想
の
転
移
で
あ
る
）
、
東
部
罪
の
地
域
は
、
主
と
し
て
、
「
ご

を
保
留
す
る
発
想
に
生
き
た
」
と
さ
れ
よ
う
か
。

東
部
薄
の
地
域
と
言
っ
た
場
合
、
中
部
地
方
以
東
を
さ
し
て
い
る
。
中
部
は

北
陸
で
も
、
た
と
え
ば
加
賀
の
白
峰
方
面
で
、

0

7

．

ハ

　

イ

t

。

　

さ

よ

な

ら

。

な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
中
部
地
方
で
は
、
た
と
え
ば
長
野
県
下

で
も
、
「
南
佐
久
郡
万
言
集
」
　
（
「
方
言
」
⊥
ノ
三
）
な
ど
、

サ
イ
ナ
　
　
別
れ
の
詞
、
・
さ
よ
う
な
ら

と
、
「
・
ご
路
の
形
を
示
し
て
い
る
。
「
．
こ
の
有
僻
の
分
布
を
、
単
純
に
あ

り
切
っ
て
う
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
西
の
九
州
の
肥
前
五
島

に
は
、
「
サ
ラ
。
」
と
い
う
の
が
あ
る
ら
し
い
。
こ
れ
な
ど
、
「
サ
ラ
バ
。
」

の
「
バ
」
路
か
、
「
サ
イ
ナ
ラ
。
」
な
ど
の
橋
的
形
か
。

方
言
人
の
発
想
は
自
在
で
あ
る
。
思
い
も
お
よ
ば
ね
よ
う
な
省
略
・
縮
約
を

も
や
っ
て
の
け
、
ま
た
、
意
外
と
も
凰
わ
れ
る
所
で
、
意
外
と
も
思
わ
れ
る
も

一一387　－



の
聖
示
し
で
い
る
。
方
言
の
世
界
の
発
想
法
は
モ
そ
の
よ
う
彗
自
在
で
多
彩

で
あ
る
0
「
サ
様
ナ
ヲ
」
に
対
し
て
「
そ
れ
ナ
ヲ
」
も
起
こ
し
て
い
る
こ
と
な

ど
は
、
多
く
言
う
ま
で
も
な
い
0
「
サ
様
」
に
対
す
る
「
ソ
レ
」
は
、
こ
と
ば

の
時
代
差
を
す
ぐ
に
感
じ
さ
せ
る
。
人
は
、
当
然
の
璧
甲
と
し
て
「
サ
様
ナ

ラ
。
」
か
ら
「
ソ
レ
ナ
ラ
ヤ
」
を
求
め
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
「
ソ
レ
ナ
ラ
。
」

ヽ

　

ヽ

を
作
る
と
ま
た
、
「
ソ
イ
ナ
ヲ
。
」
「
ソ
ソ
ナ
ラ
。
」
「
ホ
ン
ナ
ラ
。
」
な
ど

と
、
諸
変
形
を
作
っ
た
・
「
ソ
イ
可
－
。
」
は
薩
摩
の
「
さ
よ
う
な
ら
。
」
で

あ
る
。
（
こ
の
方
で
は
・
「
サ
ヨ
ナ
ラ
。
」
も
「
サ
ヨ
ー
ー
リ
」
な
ど
と
言

っ
て
い
る
。
）

四
　
ま
　
　
つ

・
寛
北
地
方
な
ら
び
に
新
潟
県
北
に
行
く
と
、
「
マ
ン
ヅ
」
「
マ
ン
ツ
」
の
よ

う
な
の
が
、
別
辞
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
の
を
、
多
く
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
小

さ
な
子
た
ち
も
、
遊
び
お
あ
っ
て
た
が
い
に
帰
る
時
、

○
マ
ン
ツ
。

な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
「
ま
つ
」
が
も
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
子
ど
も
の
「
マ
ソ

1
つ
」
と
は
、
と
も
に
修
飾
語
句
、
∴
人
間
の
眼
飾
笠
㌢
な
々
と
も
に
「
か
ざ

し
」
に
当
た
る
・
し
か
も
、
右
の
両
者
は
、
私
ど
も
に
、
同
種
語
感
の
も
の
で

あ
き
J
と
を
、
痘
ぜ
し
め
は
し
な
い
か
。
時
水
性
も
同
じ
と
見
ら
れ
よ
う
。
両

者
は
、
同
式
同
位
の
発
想
法
に
国
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ

る
。

五
　
菜
　
る
　
よ

別
辞
の
発
想
法
と
し
て
ほ
、
「
か
ざ
し
」
こ
と
ば
を
揺
る
の
で
は
な
い
言
い

か
た
の
領
野
が
、
さ
ら
に
広
く
見
わ
た
さ
れ
る
。

押
紙
本
島
の
「
ク
ー
　
ヨ
ー

。
」
　
〔
対
等
者
へ
の
言
い
か
た
〕
は
、
「
来
る

上
。
」
1
（
ま
た
来
る
よ
。
）
I
と
、
表
現
者
の
表
現
意
図
の
央
内
容
を

言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
方
で
は
、
目
上
の
人
に
対
し
て
は
、

「
メ

ン

シ

ェ

ー

ビ

リ

ヨ

1

0

」
と
言
う
。
（
な
お
、
こ
こ
に
付
加
す
る
な

ツ
。
」
な
ど
、
じ
つ
に
か
わ
い
く
聞
こ
え
る
。

○
ン
ヂ
　
マ
ン
ヅ
。
　
　
さ
よ
な
ら
。

こ
れ
は
宮
城
県
下
の
一
例
、

○
ン
ヤ
l
 
J
シ
ヅ
。
　
・
〔
中
等
の
吉
い
か
た
〕

○
ン
ダ
ラ
ー
　
マ
ン
ヅ
。
　
　
〔
上
等
の
言
い
か
た
〕

こ
れ
は
秋
田
県
男
鹿
半
島
で
の
例
で
あ
る
。

「
さ
よ
な
ら
。
」
の
別
辞
を
「
ま
つ
」
と
発
想
す
る
の
は
、

「
さ
ら
ば
」
と

発
想
す
る
の
と
よ
く
似
て
い
よ
う
。
「
さ
ら
ば
。
」
の
生
え
た
土
星
に
は
、

「
ま
う
。
」
が
生
え
て
い
て
も
よ
い
は
ず
と
患
え
る
。
「
さ
ら
ば
」
と
「
ま

ら
・
宮
古
島
に
「
ビ
引
H
。
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
「
も
う
行
き
ま
し
よ
う

ね
。
」
と
の
「
辞
去
の
あ
い
さ
つ
」
で
あ
る
と
い
う
。
や
は
り
、
宍
内
容
を
言

っ
て
い
る
。
）
1
「
イ
ナ
ー
ヨ
ー
・
」
（
「
去
な
あ
ヨ
「
。
」
）
な
ど
と

言
ヶ
所
は
、
関
西
内
に
も
、
な
く
は
な
い
。
l

薩
犀
半
島
南
辺
で
は
、
同
等
以
下
へ
の
「
さ
よ
な
ら
。
」
と
し
て
、

0

4

可

ヂ

ョ

。

と
言
う
の
を
開
い
た
。
こ
れ
は
「
後
よ
。
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
ま
た
、
突
内

容
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
来
る
」
や
「
行
く
」
な
ど
の
、
動
詞

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
端
的
に
、
「
後
」
と
い
う
名
詞
に
よ
る
も
の
で
あ
る

の
は
、
思
い
か
た
述
べ
か
た
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
「
後
よ
。
」

ヽ

　

ヽ

で
お
も
し
ろ
い
。
（
も
と
は
、
「
後
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
ょ
ぅ
。
」
で
あ
っ

た
に
し
て
も
、
「
後
上
。
」
と
言
え
は
、
「
お
目
に
か
か
る
の
は
後
よ
。
」
と
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い
う
こ
と
に
な
る
。
）

さ
て
、
以
上
の
諸
例
を
見
る
と
「
手
写
。
」
「
後
ヨ
。
」
と
、
文
末
詞

「
ヨ
」
を
よ
く
つ
か
っ
て
い
る
。
「
ニー
」
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
こ
の

よ
う
に
つ
か
わ
れ
て
ふ
さ
わ
し
い
文
末
封
で
中
山
－
L
と
が
蟄
解
さ
れ
る
。
さ
き

に
は
「
ア
バ
コ
。
」
が
あ
っ
た
。

「
ヨ
」
の
使
用
の
某
西
両
方
一
致
と
航
空
に
し
て
、
「
後
十
」
と
、
体
言

を
投
げ
出
す
よ
う
に
つ
か
う
発
想
法
が
、
西
と
と
も
に
、
架
北
内
に
も
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
。
（
北
条
忠
雄
氏
「
同
語
の
扶
川
㌣
泥
め
て
ー
悶
薔
史
と
方
言

と
を
か
へ
り
み
つ
つ
ー
ー
」
方
言
研
究
用
十
的
捗
州
）
「
オ
ノ
チ
。
」
「
オ

ノ
ッ
サ
マ
。
」
（
「
お
後
さ
ま
。
」
さ
よ
う
な
ら
。
）
が
別
事
血
下
に
あ
る
。

宮
城
県
下
に
、
「
ノ
ヂ
ガ
〆
。
」
「
ノ
ゾ
ガ
〆
。
」
「
オ
ノ
ダ
ガ
〆
。
」

．
（
「
お
後
か
た
。
」
）
な
ど
が
あ
る
。

同
じ
く
宮
城
県
下
で
よ
く
開
か
れ
る

○
オ
ヨ
ゾ
。

な
ど
と
い
う
辞
去
の
あ
い
さ
つ
は
、
「
お
明
日
。
」
と
の
J
い
か
た
を
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
「
後
」
を
「
明
日
」
と
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
お
後
。
」

な
r
と
「
お
明
日
。
」
と
は
、
近
縁
の
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
人
は
、
月
食
を
思

う
て
、
「
後
」
と
も
思
い
述
、
へ
や
す
か
つ
た
し
、
「
明
日
」
と
も
m
近
し
や
す

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
後
」
「
明
日
」
に
関
す
る
言
い
か
た
が
、
右
の
東
西
両
辺
地
の
ほ
か
に
は

ほ
と
ん
ど
兄
い
だ
し
か
ね
る
よ
う
な
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
。
詩
仙
の
地
域

に
、
こ
れ
ら
が
全
然
お
こ
り
得
な
か
っ
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
う
は
想
像

さ
れ
る
も
抄
の
、
こ
れ
ら
の
今
日
の
分
布
が
、
こ
ん
な
に
微
弱
で
あ
る
と
こ
ろ

か
ら
す
る
と
、
や
は
り
、
こ
の
よ
う
な
有
川
遠
は
、
広
く
も
、
畏
く
も
、
人
び

と
の
関
心
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
．
智

慌
化
し
た
発
放
方
式
の
栄
枯
と
な
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
、
こ
と
に
お
も
し
ろ
い

討
究
問
題
と
な
る
。
栄
え
て
い
て
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
方
式
が
、
ふ
る
わ
な
く

て
衰
退
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
は
、
民
衆
感
覚
の
ふ
し
ぎ
な
は
た
ら
き
を
、
追

求
せ
し
め
て
や
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。

六
　
省
略
法
と
実
内
容
提
示

「
省
略
」
発
想
の
さ
か
ん
な
傾
向
は
、
さ
き
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ち
で
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
別
辞
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
を
見
た
だ
け
で
も
、
方
言
の
世
界
－

－
と
い
う
国
語
の
世
界
に
、
「
省
略
」
発
想
法
の
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
は
、
よ

く
わ
か
る
。

「
か
ざ
し
」
こ
と
ば
（
修
飾
語
句
）
を
叙
述
し
た
だ
け
で
文
表
現
を
中
止
す

る
、
そ
の
「
省
略
」
発
想
法
に
対
し
て
、
被
修
飾
部
分
と
も
言
う
べ
き
央
内
容

を
端
的
に
追
元
す
る
「
思
い
か
た
述
べ
か
た
」
を
、
「
央
内
容
拉
元
」
発
想
法

と
⊥
て
お
く
。

と
こ
ろ
甘
、
こ
の
後
者
も
、
た
と
え
ば
「
お
明
日
！
」
と
言
う
の
な
ど
、
一

方
か
ら
見
れ
ば
、
「
で
は
、
」
と
か
何
と
か
の
、
「
か
ざ
し
」
こ
と
ば
、
あ
る
い
は

修
飾
法
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
と
も
、
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
見
ら
れ
れ
ば
、

こ
れ
も
や
は
り
・
一
校
の
「
省
略
」
苑
憩
法
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
見
て
い
け
ば
、
省
略
法
は
、
ず
い
ぶ
ん
広
汎
に
う
け
と
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
「
お
明
日
！
」
な
ど
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
「
さ
ら
バ
。
」
の
よ

う
な
場
合
で
も
、
で
き
あ
が
っ
た
形
式
を
利
用
す
る
発
言
者
た
ち
に
、
も
は

や
、
何
の
省
略
の
細
思
誼
も
、
ま
た
叙
述
中
止
の
意
識
も
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま

で
も
な
い
。
お
の
お
の
の
述
べ
か
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
完
結
し
て
お
り
、
1
－

そ
の
こ
と
は
、
述
べ
ら
れ
る
こ
と
ば
の
文
ア
ク
セ
ン
ト
形
態
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
て
お
り
、
発
言
者
た
ち
は
、
一
ま
と
ま
り
の
完
結
体
を
表
出
す
る
意
識
で
、
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こ
れ
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い
を
実
現
し
て
い
る
。

七

　

あ

　

な

　

た

　

の

省
略
法
の
は
な
性
だ
し
さ
を
、
一
つ
」
別
垣
の
例
で
見
て
い
こ
う
。

○
ア
ン
封
。
　
　
ご
め
ん
下
さ
い
。

こ
れ
は
、
山
口
県
下
の
訪
開
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ

れ
と
な
ら
び
お
こ
な
わ
れ
る
「
ア
ン
封
4
デ
　
ゴ
ザ
イ
マ
ス
　
カ
。
」
な
ど
と

く
ら
べ
て
み
る
時
、
明
ら
か
に
、
極
端
な
省
略
形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
ア
ン
タ
の
」
で
う
ち
切
る
と
こ
ろ
な
ど
、
ほ
ん
と
に
、
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
は

ど
ん
な
形
で
も
よ
い
の
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
相
手
を
あ
な
た

と
よ
ぶ
、
よ
び
か
け
の
気
分
さ
え
出
せ
る
な
ら
、
あ
と
の
こ
ま
ど
ま
し
い
と
こ

ろ
は
い
ら
な
い
l
と
い
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
よ

ぴ
か
け
気
分
を
出
す
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
発
想
法
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
（
－
　
そ
う
い
う
気
分
の
述
べ
か
た
で
満
足
す
る
発
想
法
が
、
み
と

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
）

右
は
、
省
略
法
の
著
例
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
省
略
形
の
、
表
現

形
式
と
し
て
の
完
結
の
様
態
は
、
「
ア
ン
封
〓
つ
り
」
の
、
お
わ
り
の
長
呼

と
、
文
ア
ク
セ
ン
ト
の
後
方
高
音
継
続
方
式
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。

八
　
ア
　
リ
t
ヤ

感
嘆
の
場
合
に
、
よ
く
、

○

ア

封

㍉

　

あ

れ

！

と
言
う
。
「
あ
れ
は
」
で
あ
ろ
う
。
「
あ
れ
は
ど
う
ど
う
。
」
の
、
あ
た
ま
だ
け

が
揺
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
「
か
ざ
し
し
こ
と
ば
に
上
る
も
の
で
あ
る
。

⊥

U

コ

リ

ヤ

ー

と
、
猫
や
子
ど
も
を
叱
る
常
用
文
句
も
同
踵
例
で
あ
る

い
か
に
も
こ
れ
で
完

結
し
て
い
る
こ
と
は
、
文
ア
ク
セ
ン
ト
に
明
ら
か
で
あ
る
。

○
ド
リ
ヤ
。
．
ど
れ
。

と
い
う
の
も
あ
る
。
私
の
郷
里
な
ど
で
は
、
老
女
た
ち
は
、
こ
う
言
っ
て
、
用

事
・
L
ご
と
に
と
り
か
か
る
。
郷
里
で
は
、
「
「
レ
」
は
か
な
ら
ず
「
○
○
」

型
式
に
発
音
す
る
。
け
れ
ど
も
、
「
ド
リ
ヤ
。
」
は
、
右
の
よ
う
な
文
ア
ク
セ

ン
ト
に
発
言
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。

叙
述
中
止
法
が
、
一
定
方
式
と
し
て
、
規
則
的
に
も
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
省
略
法
の
、
随
所
に
、
は
な
は
だ
し

く
お
こ
っ
て
い
る
の
を
、
私
ど
も
は
、
広
く
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
　
今
日
は
　
今
晩
は

日
中
の
あ
い
さ
つ
の
、
「
今
日
は
。
」
　
「
コ
ン
チ
ヤ
。
」
　
「
チ
可
日
。
」
な

ど
は
、
ま
た
、
「
今
日
は
ど
う
ど
う
。
」
と
い
う
言
い
か
た
の
、
あ
た
ま
を
採

っ
て
い
る
。
明
ら
か
な
省
略
法
で
あ
る
。
「
今
日
」
の
内
容
は
言
わ
な
い
で
、

そ
れ
で
も
っ
て
、
「
今
日
は
ど
う
ど
う
。
」
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
と
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
こ
う
い
う
、
省
略
の
発
想
法
で
あ
る
。
（
「
今
日
は
。
」
で
は

し
ょ
っ
て
も
、
こ
れ
で
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
に
な
る
ど
、
人
び
と
は
、
恩
い
と

っ
て
い
る
。
）

英
語
で
は
　
「
今
日
は
！
」
を
、
「
グ
ッ
ド
　
モ
ー
ニ
ン
グ
。
」
と
言
う
。

こ
れ
は
一
挙
に
実
内
容
を
述
べ
て
い
る
。
「
グ
ッ
ド
　
モ
ー
ニ
ン
グ
。
」
と

は
、
い
か
に
も
祝
福
の
こ
と
ば
ら
し
い
。
が
、
私
ど
も
の
「
コ
て
l
車
は
。
」

も
ま
た
、
た
し
か
に
、
こ
れ
で
、
相
手
を
祝
福
し
て
い
る
。
相
手
と
、
好
感
を

と
り
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
今
日
株
。
」
に
対
し
て
、
「
今
晩
は
。
」
が
あ
る
。
晩
の
あ
い
さ
つ
こ
と
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ば
甘
㌫
隻
と
こ
ち
で
、
こ
れ
に
は
、
東
国
粗
方
に
、

○
オ
バ
ン
デ
ス
。

が
あ
る
・
「
お
晩
で
す
。
」
は
、
「
グ
ッ
ド
　
イ
ー
プ
エ
ソ
グ
。
」
に
等
し
か

ろ
う
。
契
内
容
を
言
っ
て
い
る
。
「
賓
l
コ
つ
到
ス
。
」
に
並
行
し
て
、
二
刀

4
」
も
あ
る
。
東
国
の
こ
の
よ
う
な
の
に
類
す
る
も
の
を
、
国
の
西
部
地
方

に
求
め
れ
ば
、
中
国
地
方
な
ど
の
、
．
1

0
パ
ソ
ナ
リ
マ
シ
可
。
（
晩
に
な
り
ま
し
た
。
）

な
ど
が
あ
る
。
（
「
お
早
う
ど
ざ
い
ま
す
。
」
の
「
オ
ヒ
ン
ナ
リ
（
お
目
に
な

り
）
。
」
は
、
北
陸
路
に
あ
わ
、
四
国
東
部
に
も
あ
る
。
）
東
西
で
、
述
べ

か
た
な
り
表
現
法
な
り
が
ち
が
う
．
の
を
、
こ
こ
で
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
き
の
「
お
明
日
！
」
と
い
う
体
言
法
を
見
せ
た
の
も
東
国
で
あ
っ
た
。
「
お

晩
「
」
も
東
国
の
も
の
で
あ
右
。

突
内
容
を
直
叙
す
る
発
想
法
が
と
ら
れ
る
に
し
く
も
、
国
の
東
西
で
、

オ
晩
。
　
↑
1
　
晩
に
ナ
リ
マ
シ
タ
。

の
よ
う
に
、
契
内
容
の
え
ぐ
り
と
り
か
た
が
ち
が
っ
て
く
る
の
は
お
も
も
ろ

ヽ

　

0

－
レ

ま
た
注
目
す
る
の
に
、
「
晩
」
に
関
し
て
は
、
「
オ
晩
！
」
の
言
い
か
た
が

成
り
立
ち
得
て
い
る
。
し
か
し
、
「
今
晩
」
に
関
し
て
は
、
「
オ
今
晩
・
・
」
な

ど
の
言
い
か
た
は
成
り
立
ち
得
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
今
晩
デ
ス
。
」
の
言
い

か
た
も
成
り
立
ち
待
て
い
な
い
。
「
今
晩
デ
ス
。
」
が
な
い
こ
と
な
ど
は
、
こ

の
「
今
晩
」
と
い
・
つ
こ
と
ば
の
流
行
が
お
そ
か
っ
た
の
に
も
よ
っ
て
い
よ
う
か

。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
オ
晩
。
」
　
と
　
「
オ
今
晩
。
」
と
を
く
ら
べ
て
み
る

と
、
音
節
数
が
ち
が
い
、
音
律
が
ち
が
う
。
や
っ
ぱ
り
、
「
オ
今
晩
。
」
や

「
オ
今
日
㌣
」
は
、
通
常
、
で
き
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人
び
と

の
発
想
は
、
し
せ
ん
の
う
ち
に
、
あ
る
適
切
な
音
律
を
好
み
、
そ
こ
で
、
華
へ

か
た
を
え
ら
ぴ
、
汰
・
へ
か
た
を
ま
と
め
て
き
た
か
と
思
う
。
嘉
語
の
禁
ロ
も

同
じ
で
あ
る
。
）

十
　
お
　
早
　
う

朝
の
あ
い
さ
つ
「
お
早
う
。
」
　
「
オ
ハ
ヨ
ー
。
」
は
、
「
早
く
ど
う
ど

う
。
」
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
た
、
「
か
ざ
し
」
こ
と
ば
を
採
っ
た
発
想
法
と

さ
れ
る
。

「
お
早
う
ゴ
ザ
イ
マ
ス
。
」
は
、
そ
の
「
お
早
う
。
」
を
、
契
内
容
を
述
べ

た
形
に
琵
活
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
オ
ハ
ヨ
ー
サ
ン
。

」
な
ど
と
言
う
の

も
同
巧
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
九
州
南
部
の
、

○
ハ
ヨ
　
メ
ガ
　
サ
メ
ヤ
シ
ガ

な
ど
と
い
う
の
は
、
「
け
さ
は
早
く
お
目
が
さ
め
ま
し
た
ね
。
」
と
言
う
の
で

あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
、
「
早
く
」
の
下
の
「
ど
う
ど
う
」
　
－
芙
内
容
を
言

っ
て
い
る
。
祝
福
の
こ
と
ば
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
そ
の
祝
福
の
気
も
ち
は
、
す
で
に
「
お
早
う
」
と
言
っ
た
だ
け
で
も
よ

く
表
現
で
き
る
、
と
の
、
し
ぜ
ん
の
表
窄
心
理
か
ら
、
発
想
－
1
「
思
い
か
た

述
べ
か
た
」
は
、
「
オ
ハ
、
ヨ
ー
。
」
で
う
ち
切
る
言
い
か
た
（
思
い
と
り
か
た

）
に
と
ど
ま
り
も
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

九
州
南
部
の
、

○
ケ
サ
」
ダ
ジ
ャ
イ
モ
シ
封
。
（
け
さ
は
ま
だ
で
．
こ
ざ
い
ま
し
た
。
）

な
ど
と
い
う
、
「
お
早
う
。
」
の
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
は
、
こ
れ
ら
な
り
に
、
宍

内
容
を
表
白
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
「
け
さ
は
草
だ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」

（
種
子
島
な
ど
で
は
、
「
キ
ョ
ー
ワ
　
メ
ッ
カ
リ
モ
ー
サ
ン
。
」
　
亨
よ
う

は
お
目
に
か
か
り
申
さ
ん
。
》
）
は
、
「
早
く
お
目
が
さ
め
ま
⊥
た
ね
。
」
な
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ど
と
い
う
の
と
は
、
こ
と
変
わ
．
り
た
発
放
法
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
二
方
は
、
積
極
的
に
、
進
ん
で
出
て
、
相
手
の
早
い
目
ぎ
め
を
祝
福
し

て
い
る
三
方
は
、
謙
虚
の
情
を
も
っ
て
、
や
や
消
極
的
に
ヾ
し
り
ぞ
い
て
言

っ
て
い
る
○
発
想
の
お
も
し
ろ
い
相
違
で
あ
る
。

十
一
段
々
　
　
大
き
に

「
あ
り
が
と
う
。
」
の
感
謝
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
、
「
す
ソ
刈
ン
。
」
と

表
瑛
す
る
所
は
、
中
国
地
方
に
多
い
○
出
雲
な
ど
で
は
、
「
ダ
ソ
列
．
1
禦

可
ン
。
」
な
ど
と
、
は
な
は
だ
し
い
重
複
の
言
い
か
た
も
、
よ
く
し
て
い
る
。

「
オ
ン
ダ
ン
。
」
は
も
と
「
段
々
」
で
、
副
詞
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
副
詞

の
、
特
殊
特
定
の
文
表
現
に
な
っ
た
も
の
、
同
定
形
式
が
見
ら
れ
る
か
け
で
あ

る
○こ

れ
を
こ
う
し
た
の
は
、
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
の
発
想
法
自
体
で
あ
っ
た
。

「
段
々
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
な
ど
と
い
う
の
か
ら
、
発
言
者
は
、

苦
も
な
く
「
段
々
」
だ
け
を
と
っ
て
き
て
、
こ
の
省
略
法
で
、
感
謝
の
発
想
を

充
足
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

や
や
も
の
た
り
な
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
む
き
は
、
あ
る
い
は
、
鴻
っ
と
て

い
ね
い
に
言
い
た
い
と
欲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
む
き
は
、
「
ダ
ソ
ダ
ン
　
ダ
ソ

ダ
ン
。
」
と
、
強
調
累
加
を
お
こ
な
い
も
し
た
の
で
あ
る

近
畿
四
国
で
は
、
「
ダ
ン
オ
ン
。
」
に
対
応
す
る
謝
辞
と
し
て
、
．
「
オ
ー
キ

ニ
O
」
が
頗
用
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
、
「
オ
ー
ケ
こ
。
」
が
遠
に
（
だ
い

た
い
、
稀
に
）
、
「
オ
ー
ケ
こ
　
オ
サ
コ
ー
チ
、
…
＝
・
。
」
　
（
大
き
に
、
お
左

様
で
、
…
…
0
）
な
ど
と
、
古
老
男
子
た
ち
に
用
い
ら
れ
た
り
も
し
て
い
て
、

「
オ
ー
キ
こ
。
」
の
、
謝
辞
と
な
っ
た
も
の
は
、
大
勢
と
し
て
、
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
・
謝
辞
「
オ
ー
キ
ニ
。
」
が
、
「
大
き
に
ど
う
ど

ケ
0
」
と
あ
る
は
ず
の
も
の
の
、

は
じ
め
の
虚
飾
語
句
で
あ
る
こ
と
は
、
．
中
国

地
方
の
右
の
用
例
を
見
て
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
オ
ー
キ
ニ
・
」
は
、
国
の
東
部
地
方
の
謝
辞
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
関
西
で
も
、
中
国
地
方
は
右
の
よ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
オ
ー
キ
ニ
。
」

の
、
謝
辞
発
憩
の
・
方
式
と
し
て
の
固
着
は
、
比
較
的
新
し
い
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
と
察
せ
ら
れ
る
。

「
段
々
ど
う
ど
う
。
」
「
大
き
に
ど
う
ど
う
。
」
の
、
「
段
々
」
や
「
大
き

に
」
を
採
っ
て
、
謝
辞
一
般
の
完
結
表
現
法
と
し
た
の
と
同
様
に
、
「
再
々
に

ど
う
ど
う
」
の
「
サ
イ
サ
イ
ニ
」
を
採
っ
て
、
こ
れ
を
ま
た
、
「
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
」
表
現
法
の
完
結
体
と
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
事
例
は
、
広
島

市
北
郊
な
ど
で
兄
い
だ
し
得
て
い
る
。

共
通
語
で
は
、
「
H
I
モ
ア
リ
ガ
ト
ー
。
」
の
、
苅
－
モ
」
だ
け
を
採

っ
て
∵
」
れ
を
「
あ
。
が
と
う
。
」
に
す
る
習
慣
が
で
き
て
い
る
。

十
二
講
壇
の
発
想
法

方
言
の
世
界
に
あ
い
さ
つ
表
現
を
見
る
と
な
っ
て
も
、
あ
い
さ
つ
の
生
活
の

領
域
は
広
く
、
事
象
に
多
い
0
以
上
は
、
そ
の
一
部
に
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
な
お
・
あ
い
さ
つ
表
現
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
で
、
方
言
の
広
い
世
界

に
、
諸
種
の
発
想
法
を
見
て
い
く
こ
と
を
、
す
こ
し
く
こ
こ
ろ
み
て
お
こ
う
。

近
畿
弁
で
は
「
知
ら
な
か
っ
た
」
の
言
い
か
た
を
問
う
て
も
・
「
ど

l
フ
4

4
」
な
ど
と
答
え
る
。
（
服
部
敬
之
氏
と
の
談
話
に
よ
る
。
）
問
い
の
こ
と
ば

は
過
去
形
l
こ
な
っ
て
い
る
が
、
答
え
は
現
在
形
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
考
え
て

み
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
「
シ
ー
ラ
↓
ンl
」
（
知
り
は
せ
ぬ
）
と
答
え
る
の
も
、

「
知
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
の
答
え
か
た
と
し
．
て
、
た
し
か
に
．
一
理
を
得
て
い

る
。
こ
こ
に
は
、
「
り
フ
4
月
」
と
、
過
去
事
を
頚
在
滋
で
恩
い
述
べ
る
発
想

－．392－



法
が
あ
る
。

せ
ん
だ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
明
石
駅
の
構
内
に
立
っ
て
い
る
と
、
四
、
五

才
の
孫
の
男
子
を
つ
れ
た
お
ば
あ
さ
ん
が
は
い
っ
て
き
た
。
な
ぜ
か
、
お
ば
あ

さ
ん
は
、
財
布
を
い
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
あ
げ
た
孫
の
こ
と
ば
は
、

l

l

 

l

　

　

－

　

　

j

　

　

．

．

1

■

○
ナ
ン
カ
　
カ
ウ
　
キ
　
ア
ル
　
ソ
カ
。

何
か
買
う
気
が
あ
る
の
か
ね
。

で
あ
っ
た
。
「
員
ウ
気
．
ア
ル
ソ
ヵ
。
」
の
「
気
」
の
下
に
は
、
「
ガ
し
が
な

い
。
「
が
」
格
に
つ
い
て
、
「
ガ
」
を
表
出
す
る
と
し
な
い
と
で
は
、
表
現
気

分
が
ち
が
お
う
。
「
ガ
」
を
表
出
し
な
い
所
で
は
、
「
ガ
」
を
あ
ら
わ
に
は
せ

ぬ
の
に
相
応
し
た
、
窃
路
気
分
の
発
想
が
あ
る
と
し
て
土
か
ろ
う
。

右
の
妄
を
さ
ら
に
見
る
の
に
、
幼
孫
の
、
祖
母
に
対
す
る
こ
と
ば
づ
か
い

‥
彗
て
い
ね
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
上
れ
は
こ
れ
で
、
祖
母
に
対
す
る
、
心

お
き
な
し
の
、
親
密
感
を
あ
ら
わ
七
い
よ
う
・
そ
う
い
う
、
特
殊
特
定
の
発

想
法
が
、
こ
こ
に
み
と
め
ら
れ
る
。
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
敬
卑
親
疎
の
諸
表

現
法
別
は
、
発
想
法
の
分
化
と
し
て
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
人
は
こ

の
方
面
の
発
想
生
活
に
敏
感
で
あ
る
と
し
て
よ
い
の
だ
ち
う
。

十
三
　
発
想
法
の
世
界

方
言
の
世
界
に
日
本
語
の
発
想
を
見
て
い
け
ば
、
日
本
語
に
生
き
る
人
び
と

の
、
日
常
の
発
想
と
論
理
と
を
、
克
明
に
見
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

方
言
に
見
る
日
本
語
の
発
想
法
は
多
彩
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
か
ん
た

ん
な
推
断
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。

発
想
法
研
究
の
発
展
性
は
、
い
ろ
い
ろ
に
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

ず
、
根
本
的
に
は
、
造
語
法
と
の
開
運
が
考
え
ら
れ
る
。
い
っ
た
い
、
発
想
⊥

て
．
文
表
頭
を
ぅ
ね
こ
長
、
遺
文
悪
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
受
こ
れ
北

対
し
七
、
造
語
は
、
造
語
発
想
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
発
想
」
に
思
い

い
た
れ
ば
、
造
語
法
も
造
文
法
も
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

発
想
法
は
、
分
化
カ
・
造
型
カ
に
む
す
び
つ
け
て
苧
ズ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
日
本
人
は
、
方
言
の
世
界
で
、
ど
の
よ
う
な
発
想
法
を
示
し
っ
つ
あ
る
か

を
・
高
度
に
ま
で
究
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
日
本
人
の
分
化
カ
・
造
型
カ

の
一
般
的
叙
述
が
可
能
に
な
ろ
う
。

日
本
人
の
発
想
法
に
、
日
本
人
の
論
理
が
み
と
め
ら
れ
る
。
日
本
人
の
論
理

性
の
解
明
の
た
め
に
は
、
方
言
の
世
界
に
日
本
語
の
牒
竃
を
た
ず
ね
る
作
業

を
、
緻
密
に
お
こ
な
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
方
言
の
世
界
に
、
日
本

人
の
発
想
と
論
理
と
を
た
ず
ね
C
い
っ
て
、
そ
こ
で
、
日
本
人
の
、
日
本
の
科

学
や
文
学
を
ぅ
む
能
力
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
は
ー
私
の
「
発
想
法
研
究
」
の
一
片
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
い

て
、
・
こ
こ
に
付
言
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
方
言
の
世
界
に
執
す
る
か

ぎ
的
、
何
を
テ
ー
マ
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
研
究
は
・
み
な
、
『
方
言
』
の
研

究
と
し
て
、
一
つ
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
1
こ
れ
も

ま
た
、
今
の
場
合
、
発
想
法
研
究
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
発
想
法
研
究
の
発
展

性
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
三
七
二
・
五
）

－
　
広
島
大
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学
部
助
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