
接
尾
辞
「
が
　
る
」
「
ぶ
・
む
」
の
対
立

1
そ
　
の
　
意
義
論
的
考
察東

　
　
辻
　
　
保

∩
‖

不

は
じ
め
に

接
尾
辞
「
が
る
」
を
伴
う
語
（
以
下
「
が
る
」
動
詞
と
よ
ぶ
。
）
と
「
ぶ
・

む
」
を
伴
う
語
（
以
下
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
よ
ぶ
。
）
と
の
意
義
関
係
に
つ
い

て
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
あ
は
れ
が
る
」
と

（

－

）

「
あ
は
れ
ぶ
」
と
は
紆
義
だ
と
す
る
説
と
異
義
だ
と
す
る
説
と
が
あ
る
。
仮
に

同
義
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
の
結
論
が
「
あ
は
れ
が

る
」
と
「
あ
は
れ
ぶ
」
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
有
効
な
の
か
、
あ
る
い
は
一

般
に
「
が
る
」
動
詞
お
よ
び
「
ぶ
」
動
詞
に
通
じ
て
有
効
な
の
か
、
そ
の
点
は

明
ら
か
で
な
い
。
小
稿
で
は
、
古
代
語
の
文
献
か
ら
用
例
を
集
め
、
両
者
の
意

義
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。
な
お
、
「
ぶ
」
と
「
む
」
と
の
関
係
も

問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
阪
倉
篤
義
博
士
が
「
ム
と
プ
と
は
、
同
一
の
接
尾

（2）

語
の
、
子
音
交
替
形
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
」
と
さ
れ
た
の
に
従
い
、
し
た
が
っ

て
考
察
は
、
「
が
る
」
動
詞
と
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
の
関
係
と
し
て
進
め
て
行

こ
う
と
思
う
。第

l
節
　
資
　
　
料

H
　
依
拠
し
た
文
献
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
索
引
類
に
つ
い
て

は
、
編
著
者
名
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

万
葉
集
・
古
事
記
・
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
・
望

物
語
・
落
寝
物
語
・
源
氏
物
語
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
堤
中
納
言
物
語
・
大

鏡
・
土
左
日
記
・
輯
蛤
日
記
・
和
泉
式
部
自
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記

・
讃
岐
典
侍
日
記
・
枕
冊
子
・
古
本
説
話
集
・
古
今
和
歌
集
・
後
撰
和
歌
集

（
以
上
は
公
刊
の
索
引
に
よ
る
。
）
東
大
寺
図
書
館
蔵
法
華
義
疏
紙
背
和
訓

索
引
（
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
七
日
）
・
知
恩
院
蔵
大
唐
三
蔵
玄
奨
法
師
表

啓
索
引
（
同
第
四
転
）
・
日
本
霊
異
記
諸
本
訓
釈
索
引
（
同
第
三
十
七
堅

・
西
大
寺
本
不
空
親
索
神
町
心
経
寛
徳
点
の
研
究
－
訳
文
と
索
引
－
（
国
語

学
警
・
宇
津
保
物
語
二
二
宝
絵
詞
（
以
上
は
古
・
典
文
庫
本
に
よ
る
。
）

風
土
記
・
祝
詞
・
栄
花
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
狭
衣
物
語
・
今
昔
物
語
集
（
以
上

は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。
）
和
泉
式
部
歌
集
（
岩
波
文
庫
本
）
・

八
代
集
抄
（
山
岸
技
平
編
）
・
金
剛
波
若
経
集
験
記
・
嚢
福
寺
本
将
門
記
・

打
開
集
・
史
記
孝
文
本
紀
・
同
呂
后
本
紀
・
神
田
本
自
民
文
集
天
永
点
・
唐



大
和
上
東
征
伝
・
岩
崎
家
旧
蔵
日
本
古
記
推
古
・
同
皇
極
・
前
田
本
冥
報
記

・
醍
醐
寺
本
遊
仙
窟
・
新
撰
字
鏡
・
承
暦
三
年
本
金
光
明
最
勝
王
経
音
義
・

三
巻
本
色
葉
字
類
抄
・
類
緊
名
義
抄
（
図
書
寮
本
・
観
智
院
本
）
　
（
以
上
は

複
製
本
に
よ
る
。
）
・
続
日
本
紀
（
国
史
大
系
本
）
・
首
座
法
談
間
昏
抄

（
佐
藤
亮
雄
編
重
版
）
・
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
訳
文
岩
（
中
田
祝
夫
）

・
東
大
寺
誼
前
文
稿
の
国
語
学
的
研
究
（
同
）
・
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王

経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
（
春
日
政
治
）
・
訓
点
資
料
の
研
究
（
大
坪
併

治
）
・
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
訳
文
持
索

引
篇
（
築
島
裕
）
・
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
陸
訓
致
（
岡
田
希
堆
）

口
　
語
基
の
文
法
的
性
質
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。
体
言
性
語

基
（
名
詞
性
語
基
・
形
容
動
詞
語
幹
性
語
基
・
漢
語
）
・
動
詞
性
語
基
・
形
容

詞
語
幹
性
語
基
　
（
ク
活
用
型
・
シ
ク
活
用
型
）
其
他
の
語
基

臼
〔
上
．
「
が
る
」
　
「
ぶ
・
む
」
双
方
接
合
の
語
基

〔
Ⅲ
〕
　
「
が
る
」
の
み
接
合
の
語
基

〔
Ⅲ
〕
　
「
ぶ
・
む
」
の
み
接
合
の
語
基

に
分
類
す
る
。

国
　
語
基
を
意
義
に
よ
っ
て
分
類
す
る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
節
に
詳

し
く
述
べ
る
。
）

何
　
語
詞
の
出
典
所
在
は
紙
幅
の
都
合
で
一
切
省
略
す
る
。

国
　
後
の
記
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
源
氏
物
語
の
用
語
に
は
＊
印
を
つ
け

た
。
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現
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－



佃
　
以
上
を
基
準
と
し
て
作
成
し
た
の
が
別
掲
の
「
語
彙
表
」
で
あ
る
。

た
ゞ
し
、
臼
の
う
ち
、
体
言
性
語
蓑
の
下
位
区
分
の
表
記
は
、
紙
幅
の
都
合
で

な
し
得
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
語
彙
表
」
の
Ⅲ
・
Ⅲ
に
掲
げ
た
「
が
る
」
や
「
ぶ
・
む
」
が

、
I
に
掲
げ
た
そ
れ
と
同
義
で
あ
る
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
疑
問

が
有
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
あ
は
れ
が
る
」
　
「
ね
た
が

る
」
な
ど
の
「
が
る
」
と
、
「
む
ら
が
る
」
　
「
く
ら
が
る
」
な
ど
の
「
が
る
」

と
を
一
括
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
「
あ
は
れ
ぶ
　
（
む
）
」
　
「
な
さ
け

ぶ
」
な
ど
の
「
ぶ
・
む
」
と
、
「
ま
ね
ぶ
」
　
「
は
げ
む
」
お
ど
の
「
ぶ
・
む
」

と
を
一
括
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
疑
問
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
ま

ず
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
　
語
基
の
語
義
的
意
義
特
徴
を
通
じ
て
の
考
察

「
が
る
」
動
詞
・
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
語
基
を
意
義
に
よ
っ
て
分
類
す
る
た

（2）

め
に
『
分
類
語
彙
表
』
を
用
い
た
。
こ
れ
に
は
、
「
抽
象
的
関
係
」
　
「
人
間
活

動
の
主
体
」
　
「
人
間
活
動
－
精
神
お
よ
び
行
為
」
　
「
生
産
物
お
よ
び
用
具
物

品
」
　
「
自
然
物
お
よ
び
自
然
現
象
」
の
五
大
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

が
同
時
に
現
代
語
の
意
義
領
域
を
示
す
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の

基
準
を
そ
の
ま
ま
古
語
に
通
用
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
有
る
が
、
一
応
の
目
安

を
付
け
る
の
に
は
有
益
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
別
掲
「
語
彙
表
」
の
ど
と
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
基
を
右
の
五
つ
の

意
義
領
域
に
配
し
て
み
た
。
こ
の
「
語
嚢
衰
」
に
よ
っ
て
、
両
語
基
を
比
べ
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
が
る
」
動
詞
の
語
基
は
、
「
生
産
物
お
よ
び
用
具
物
品
」
領
域
に

認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
大
半
は
、
「
人
間
活
動
の
主
体
」
と
「
人
間
活
動
－
精
神

お
よ
び
行
為
」
と
に
配
せ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
、
「
が
る
」
動
詞

語
基
の
一
応
の
意
義
特
徴
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
他
の
意
義
領
域
に
有
る

「
が
る
」
動
詞
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
「
抽
象
的
関
係
」
の
「
せ

ば
が
る
」
　
（
枕
）
、
「
つ
よ
が
る
」
　
（
源
氏
）
、
「
と
こ
ろ
せ
が
る
」
　
（
大

和
）
　
の
語
基
は
、
い
か
に
も
空
間
の
広
狭
、
力
の
強
弱
と
い
う
抽
象
的
関
係
を

意
味
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
「
が
る
」
が
接
合
す
る
場
合
は
、
単
に

抽
象
的
関
係
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
心
理
的
意
味
が
加
わ
り
、
窮

屈
な
、
威
ぼ
る
等
の
意
味
に
転
じ
て
い
る
こ
と
、
一
々
例
を
引
く
ま
で
も
な
い

で
あ
ろ
う
。

つ
い
で
、
「
自
然
物
お
よ
び
自
然
現
象
」
の
「
か
ら
が
る
」
　
（
源
氏
）
、

「
さ
む
が
る
」
　
（
枕
）
、
「
す
（
酸
）
が
る
」
　
（
枕
）
　
の
語
基
は
、
い
ず
れ
も

感
覚
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
「
人
間
活
動
－
精
神
お
よ
び
行
為
」
に
配
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
き
た
な
が
る
」
　
（
字
津
保
・
今
昔
）
　
に
つ
い
て

も
、
場
所
の
乱
雑
さ
を
表
す
「
き
た
な
　
（
し
）
」
に
心
理
的
意
味
が
加
わ
っ
て

い
る
こ
と
は
、
「
せ
ば
が
る
」
　
「
と
こ
ろ
せ
が
る
」
等
と
同
様
に
考
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
が
る
」
動
詞
語
基
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
「
人
間
活
動
－
精
神
お
よ
び
行
為
」
に
配
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
「
が
る
」
動
詞
と
は
、
い
か
に
も
異
質
と
思
わ
れ
る
「
が
る
」

動
詞
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
抽
象
的
関
係
」
の
「
ひ
ら
が
る
」
　
（
今

昔
）
、
「
む
ら
が
る
」
　
（
東
征
伝
）
、
「
自
然
物
お
よ
び
自
然
現
象
」
の
「
う

ち
く
ら
が
る
」
．
（
狭
衣
）
、
「
か
き
く
ら
が
る
」
　
（
宇
津
保
・
今
昔
）
、
「
く

ら
が
る
」
　
（
竹
取
・
晴
蛤
な
ど
）
、
「
こ
ぐ
ら
が
る
」
　
（
鯖
蛤
）
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
語
基
は
勿
論
の
こ
と
、
「
が
る
」
動
詞
と
し
て
見
て
も
、
上
に
検
討

し
た
語
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
意
義
特
徴
は
、
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
た
が



っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
形
態
的
に
は
同
じ
接
尾
辞
「
が
る
」
の
接
合
し
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
小
塙
の
考
察
対
象
か
ら
外
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
「
語
彙
表
」
を
見
渡
す

と
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
語
基
が
す
べ
て
の
意
義
領
域
に
亘
っ
て
配
せ
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
「
抽
象
的
関
係
」
お
よ
び
「
自
然
物
お
よ
び
自
然
現
象
」
に
お
け
る

異
語
数
が
、
「
が
る
」
動
詞
に
く
ら
べ
て
甚
だ
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
が
る
」
と
対
立
す
る
「
ぶ
・
む
」
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
た

場
合
、
「
語
彙
表
」
の
す
ぺ
て
の
「
ぶ
・
む
」
動
詞
が
果
し
て
そ
れ
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
か
、
疑
問
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
「
人
間
活
動
の
主
体
」
お
よ

び
「
人
間
活
動
－
精
神
お
よ
び
行
為
」
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
語
は
、
ま
革
問
題

が
無
い
が
、
そ
の
他
の
領
域
の
語
に
つ
い
て
は
、
一
々
検
討
を
し
て
み
る
の

に
、
T
〕
の
「
ぶ
・
む
」
動
詞
（
た
ゞ
し
、
「
ひ
ら
む
」
は
、
そ
れ
に
対
立

す
る
「
ひ
ら
が
る
」
に
上
述
の
ど
と
く
問
題
が
有
る
の
で
除
く
。
）
と
並
べ
得

る
語
は
、
わ
ず
か
に
「
抽
象
的
関
係
」
の
「
そ
ば
む
」
（
源
氏
な
ど
）
、
1
は
げ
む
」

（
源
氏
な
ど
）
、
「
こ
と
な
し
ぶ
」
（
源
氏
な
ど
）
、
「
自
然
物
お
よ
び
自
然
現
象
」

の
「
に
が
む
」
　
（
源
氏
な
ど
）
、
「
は
な
じ
ろ
む
」
　
（
源
氏
）
く
ら
い
し
か
見

出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
他
の
「
ぶ
・
む
」
に
つ
い
て
は
、
形
態
は
同
じ

で
あ
っ
て
も
、
「
が
る
」
に
対
立
す
る
「
ぶ
・
む
」
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
塙
の
考
察
対
象
か
ら
は
外
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。

第
三
節
　
女
体
的
意
義
特
徴
を
通
じ
て
の
考
察

以
下
の
第
三
・
四
節
に
お
い
て
は
意
義
の
比
較
考
案
を
行
う
。
そ
の
た
め
に

は
、
対
象
を
で
き
る
限
り
同
一
共
時
髄
だ
限
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
源
氏
物
語
所
用
の
語
彙
に
拠
る
こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
他
の
資
料
に

も
言
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
第
一
に
「
が
る
」
動
詞
と
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
が
、
会
話
文
・
地
の
文

な
ど
で
ど
の
よ
う
な
分
布
を
示
し
て
い
る
か
を
調
べ
て
み
る
と
、
次
表
の
と
お

り
で
あ
る
。
（
い
ず
れ
も
延
語
数
）
　
そ
の
う
ち
〔
I
〕
に
属
す
る
語
彙
に
つ
い

て
は
　
（
　
）
　
に
記
入
し
た
。

の
文
一
％
　
：
会

鐸
西
前
四
実
一
会
・
一

動
　
詞
一
　
（
三
）
〓
云
）
一
l

旦
心

］
閂

垂
内
語
一
消甘
甘
㌃
寄
歌

五
（C）

芙

三一尋
≡l（二1
九⊂：〕‾ヒJ：

∴

（
○
）
一
（
○
）
一
（
八
）
一
（
六
六
・
七
）
＝
（
一
）

地
の
文
と
会
話
文
其
他
と
の
使
用
比
率
を
比
べ
て
み
る
と
、
「
が
る
」
動
詞

で
は
、
約
八
二
％
対
一
八
％
で
あ
る
　
（
〔
I
〕
の
み
に
つ
い
て
は
地
の
文
が
一

〇
〇
％
）
　
の
に
対
し
て
、
「
ぶ
・
む
」
語
で
は
、
約
六
六
％
対
三
二
％
　
（
和
歌

を
加
え
れ
ば
三
四
％
、
〔
I
〕
の
み
に
つ
い
て
は
、
会
話
文
の
方
が
多
い
が
、

例
数
が
少
い
の
で
決
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
）
と
な
り
、
両
者
の
比
率
に

大
差
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
有
意
差
で
あ
る
か
ど
う
か
、

て
み
る
と
、
次
の
結
果
を
得
る
。

カ
イ
自
乗
検
定
を
し



ゆ
え
に
有
意
で
あ
る
。
即
ち
、
「
が
る
」
動
詞
は
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
異

り
、
主
と
し
て
地
の
文
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
有
る
と
判
断
し
て
よ
い
。

第
二
に
、
「
が
る
」
動
詞
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
を
述
語
と
す
る
文
表
現
に
お

け
る
主
語
を
、
意
義
の
上
か
ら
、
「
人
間
」
を
表
す
も
の
と
「
非
人
問
」
を
表

す
も
の
と
に
分
け
て
調
べ
て
み
る
。

ま
ず
「
が
る
」
動
詞
の
場
合
は
、
次
の
一
例
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
「
人

間
」
を
表
し
て
い
る
。

l
　
宮
の
、
御
湯
持
て
寄
せ
給
へ
る
に
、
か
き
起
さ
れ
給
ひ
て
、
程
な
く
生

れ
給
ひ
ぬ
。
嬉
し
と
お
ぼ
す
こ
と
か
ぎ
り
な
き
に
、
人
に
馳
り
移
し
給
へ

る
御
物
怪
ど
も
の
、
抽
出
が
l
引
ま
ど
ふ
け
は
ひ
、
い
と
物
騒
が
し
う
て
、

（4）．

の
ち
の
事
又
い
と
心
も
と
な
し
。
（
葵
三
四
六
1
6
）

こ
の
例
と
て
も
、
物
怪
が
人
格
化
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
が
る
」

動
詞
の
場
合
に
は
、
総
じ
て
「
人
間
」
を
表
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。こ

れ
に
対
し
て
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
〔
1
〕

の
語
彙
に
つ
い
て
ま
ず
見
る
の
に
、
ほ
と
ん
ど
が
「
人
間
」
を
主
語
と
し
て
い

る
が
、
次
の
よ
う
に
「
非
人
問
」
が
主
語
の
場
合
も
あ
る
。

2
　
大
将
は
、
お
は
や
け
が
た
は
や
う
や
う
大
人
ぶ
め
れ
ど
、
か
や
う
に

吋
割
け
び
l
た
る
方
は
、
も
と
よ
り
し
ま
ぬ
に
ゃ
あ
ら
む
。
（
若
菜
下
二

三

1

1

3

）

3
　
も
し
年
頃
老
法
師
の
祈
り
申
し
侍
る
神
仏
の
み
ば
れ
止
お
は
し
ま
し
て

（
明
石
七
六
－
1
4
）

こ
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
「
人
間
」
　
「
非
人
間
」
に
亘
っ
て
広
く
用

い
ら
れ
て
い
る
。
（
た
と
え
ば
、
「
殊
更
ぶ
」
で
は
、
「
御
も
て
な
し
」
が
主

語
、
「
殊
更
ぶ
」
が
そ
れ
を
受
け
る
述
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
）

殊
更
ぶ
（
「
御
も
て
な
し
」
望
午
3
「
餅
の
さ
き
議
㌢
よ
）

惜
し
む
（
「
世
の
中
」
撃
九
－
3
「
世
」
詔
－
2
）
　
田
舎
ぶ
（
「
目
」

三
九
丁
4
「
琵
」
議
午
1
「
心
地
」
認
午
1
1
「
あ
た
り
」
謡
、
一

玉髪、
1
5
）
ぉ
き
な
ぶ
（
「
声
」
議
九
－
7
）
ぉ
と
な
ぶ
（
「
さ
ま
」
讐

丁
笠
け
は
ひ
」
議
㌣
5
）
山
里
ぶ
（
「
網
代
屏
風
」
票
－
巴

里
ぶ
（
「
犬
ど
も
」
謡
午
5
「
撃
」
崇
－
1
）
懸
患
ぶ
（
「
文
の

さ
ま
」
孟
？
1
）
ひ
な
ぶ
（
「
心
」
望
i
誓
）
代
下
省
略
す
る
。

軍
二
に
、
主
語
の
人
称
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。
「
が
る
」
動
詞
を
述
語
と

す
る
文
表
現
に
お
け
る
主
語
が
、
「
人
間
」
な
い
し
は
人
格
を
付
与
さ
れ
た
も

の
に
概
ね
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
主
語
の
人
称
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、
虜
る
傾
向
の
存
す
る
こ
と
を
察

知
し
得
る
の
で
あ
る
。

第
一
人
称
の
例
は
、
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

4
　
お
と
ど
、
う
ち
つ
け
に
、
い
と
い
ぶ
か
し
う
心
も
と
な
う
覚
え
給
ヘ

ビ
、
ふ
と
、
し
か
曳
瑚
引
親
が
ら
む
も
ぴ
ん
な
か
ら
む
、
尋
ね
得
給
ふ
ら

む
初
め
を
思
ふ
に
、
さ
だ
め
て
心
活
う
見
放
ち
給
は
じ
（
行
幸
一
四
三
－

3
内
府
心
内
語
）

5
　
け
し
う
は
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
る
を
、
な
に
が
し
の
朝
臣
の
、
心
ま
ど

は
し
て
・
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
欺
き
聞
え
さ
す
め
れ
ば
、
い
か
や
う
に
も

の
さ
せ
給
ふ
に
か
と
な
和
利
吼
功
利
叫
が
り
聞
え
さ
せ
つ
る
（
行
幸
一
三

〇
－
1
2
源
氏
1
大
宮
）

第
二
人
称
の
例
も
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
。

6
　
尼
君
、
髪
を
か
き
控
で
つ
つ
「
け
づ
る
事
を
も
引
副
ざ
が
輔
蕗
ヘ
ビ
、



を
か
し
の
御
髪
や
、
い
と
は
か
な
う
物
し
給
ふ
こ
そ
、
あ
は
れ
に
う
し
ろ

め
た
け
れ
（
若
紫
一
七
七
1
1
2
尼
君
1
紫
上
）

7
　
ま
し
て
男
は
、
限
り
な
し
と
聞
え
さ
す
れ
ど
、
心
や
す
く
覚
え
給
ふ

を
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、
か
や
う
に
隔
て
が
ま
し
き
事
な
劃
刺
U
が
り
聞

え
さ
せ
給
ひ
そ
」
と
聞
え
給
ふ
（
若
菜
上
三
六
九
－
1
1
明
石
上
1
源
氏
）

他
は
す
べ
て
第
三
人
称
の
用
例
ば
か
り
で
あ
る
。
挙
例
を
省
略
す
る
。
て

二
人
称
者
の
状
態
を
蓑
す
切
に
用
い
ら
れ
た
「
が
る
」
動
詞
は
、
全
体
切
約
一

・
三
％
に
過
ぎ
な
い
。

一
方
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
と
、
各
人
称
に
亘
っ
て
極

め
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
に
は
、
一
例
ず
つ
を
掲
げ
る

に
止
め
、
第
三
人
称
の
用
例
は
省
略
す
る
。

第
一
人
称
の
例

8
　
過
ぎ
侍
り
に
し
人
を
、
世
に
思
う
給
へ
忘
る
る
夜
な
く
の
み
今
に
か
ば

u
蛸
侍
る
を
（
須
磨
六
－
3
左
大
臣
詞
）

第
二
人
称
の
例

9
．
あ
さ
ま
し
う
も
劃
ま
l
せ
給
ひ
ぬ
る
か
な
。
誠
に
心
深
き
人
は
、
か
く

、
こ
そ
あ
ら
ざ
ン
な
れ
。
よ
し
今
よ
り
憎
ま
せ
給
ふ
な
よ
。
つ
ら
か
ら
む

（
薄
雲
二
六
五
－
8
源
氏
1
秋
好
中
宮
）

以
上
に
述
べ
た
、
「
が
る
」
動
詞
は
目
地
の
文
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る

こ
と
、
用
主
語
は
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
、
刷
主
語
の
人
称
の
ほ
と
ん
ど
が
第

三
人
称
で
あ
る
こ
と
、
の
三
点
は
、
と
く
に
源
氏
物
語
の
用
語
と
し
て
眺
め
る

（5）

と
き
、
根
来
司
氏
の
説
か
れ
た
「
話
主
」
と
の
関
係
が
強
く
意
識
さ
れ
て
く
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
物
語
場
面
に
立
ち
会
っ
て
、
登
場
人
物
の
模
様
を
は
じ

め
、
そ
の
場
の
状
況
を
逐
一
見
聞
し
て
語
る
も
の
と
し
て
仮
設
さ
れ
た
「
話

主
」
の
存
在
と
、
「
が
る
」
動
詞
の
文
体
的
意
義
特
徴
と
は
、
ま
こ
と
に
よ
く

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
は
、
と
く
に

こ
れ
と
い
っ
た
特
徴
は
見
出
さ
れ
な
い
。
次
節
に
お
い
て
、
更
に
突
込
ん
だ
考

察
を
行
い
た
い
。

第
四
節
　
文
表
現
構
造
よ
日
ソ
み
た
意
義
特
徴
を
通
じ
て
の
考
察

H
　
ま
ず
一
例
を
掲
げ
る
。

1
0
　
あ
る
人
々
も
、
斯
か
る
色
を
龍
ひ
著
せ
奉
る
に
つ
け
て
も
、
「
い
と
覚

え
ず
、
嬉
し
き
山
里
の
光
と
明
幕
見
奉
り
つ
る
も
の
を
、
口
悟
し
き
わ
ざ

か
な
」
と
、
郵
相
引
U
が
引
つ
つ
、
僧
都
を
恨
み
誇
り
け
り
（
手
習
二
八

八
－
1
3
）

こ
の
用
例
に
は
、
「
斯
か
る
色
を
（
浮
舟
二
）
綾
ひ
著
せ
奉
る
に
つ
け
て

も
」
と
い
う
、
前
提
と
な
る
事
柄
が
存
在
す
る
。
つ
い
で
、
こ
の
事
柄
を
見
聞

し
た
者
（
「
あ
る
人
々
」
）
の
心
理
的
反
応
が
、
．
「
い
と
草
え
ず
、
嬉
し
き
山
里

の
光
と
明
幕
見
奉
り
つ
る
も
の
を
、
口
惜
し
き
わ
ざ
か
な
」
と
い
う
会
話
文
と

し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
反
応
の
叙
述
を
承
け
て
、
観
察
者
が
観
察
的
立
場

か
ら
、
「
あ
た
ら
し
が
る
」
と
い
う
解
説
を
施
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
相

手
の
外
的
状
態
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
相
手
ハ
一
イ
マ
…
…
思
ッ
テ
イ

ル
）
と
観
察
者
が
判
断
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
葉
を
換
え
れ

ば
、
観
察
者
が
作
中
人
物
（
こ
こ
で
は
「
あ
る
人
々
」
）
の
心
理
を
は
か
り
、

そ
の
判
断
の
結
果
を
「
が
る
」
動
詞
で
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
次
に
「
僧
都
を
恨
み
訝
り
け
り
」
と
い
う

、
作
中
人
物
の
行
為
の
叙
述
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
四
項
、
即
を
、

〓
　
前
提
と
な
る
事
柄



（4日3日2）

そ
の
事
柄
を
見
開
し
た
作
中
人
物
の
心
理
的
反
応

作
中
人
物
の
行
為

観
察
者
の
判
断
の
結
果
を
表
す
「
が
る
」
動
詞
等
の
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
、
「
が
る
」
動
詞
を
用
い
た
文
表
現
の
基
本
的
構
造
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、
「
が
る
」
動
詞
を
用
い
た
文
表
現
の
す
べ
て
が
、
こ
の
四
項
を
完
全
に

具
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

一
さ
て
、
す
べ
て
の
用
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
「
が
る
」
動
詞
の
表

す
内
容
は
、
観
察
者
の
目
に
よ
っ
て
把
え
ら
れ
た
作
中
人
物
（
あ
る
い
は
話
題

（6）

の
人
物
）
の
心
情
、
表
情
、
姿
態
で
あ
り
、
個
々
の
動
作
や
作
用
を
伴
う
当
座

的
性
格
を
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
い
ま
少
し
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、

観
察
者
は
、
あ
る
特
定
の
条
件
の
下
に
置
か
れ
た
作
中
人
物
（
あ
る
い
は
話
題

の
人
物
）
の
、
そ
の
条
件
に
対
し
て
発
現
し
た
心
理
的
反
応
、
あ
る
い
は
何
ら

か
の
行
為
を
客
観
視
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
作
中
人
物

（
あ
る
い
は
話
題
の
人
物
）
の
内
面
に
、
「
が
る
」
動
詞
に
よ
る
意
味
付
け
を

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
「
が
る
」
動
詞
は
、
観
察
者
の
主

観
を
と
お
し
て
把
え
ら
れ
た
対
象
へ
の
解
釈
で
あ
る
と
l
亨
っ
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
、
文
体
的
意
義
特
徴
と
密
接
に
関

係
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
　
次
に
、
〔
1
〕
に
配
し
た
、
た
と
え
ば
「
尊
が
る
」
と
「
尊
ぶ
」
の
如

き
例
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

n
　
君
は
ま
づ
う
ち
に
参
り
給
ひ
て
、
日
頃
の
御
物
語
な
ど
聞
え
給
ふ
。

「
い
と
い
た
う
裏
へ
に
け
り
」
と
て
、
ゆ
ゆ
し
と
思
召
し
た
り
。
聖
の
尊

か
り
け
る
こ
と
な
ど
問
は
せ
給
ふ
。
く
は
し
く
奏
し
給
へ
ば
、
「
阿
冊
梨

な
ど
に
も
な
る
べ
き
者
に
こ
そ
あ
め
れ
。
行
ひ
の
ら
う
は
積
り
て
。
お
は

や
け
知
ろ
し
め
さ
れ
ざ
り
け
る
事
」
と
矧
が
引
宣
は
せ
け
り
。
（
若
紫
一

九
四
－
9
）

こ
の
用
例
に
は
、
上
述
の
文
表
現
構
造
の
四
項
、
即
ち
、
冒
頭
か
ら
「
く
は

し
く
奏
し
給
へ
ば
」
ま
で
の
前
提
、
会
話
文
に
見
ら
れ
る
作
中
人
物
（
こ
こ
で

は
桐
壷
帝
）
　
の
心
理
的
反
応
、
「
尊
が
る
」
と
い
ら
観
察
者
に
よ
る
解
説
、
お

よ
び
「
宝
は
せ
け
り
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
の
行
為
を
す
べ
て
′

具
え
て
お
り
、
上
述
し
た
「
が
る
」
動
詞
の
出
思
義
特
徴
が
明
ら
か
に
覗
え
る
で

あ
ろ
う
。

1
2
　
年
頃
も
、
御
祈
り
な
ど
に
つ
け
語
ら
ひ
給
ひ
け
れ
ど
、
殊
に
い
と
親
し

き
事
は
な
か
り
け
る
を
、
こ
の
度
、
言
凹
の
宮
の
御
心
地
の
程
に
さ
ぶ
ら

ひ
給
へ
る
に
、
す
ぐ
れ
給
へ
る
放
物
し
給
ひ
け
り
と
見
給
ひ
て
よ
り
、
こ

よ
な
う
尊
び
給
ひ
て
、
今
す
こ
し
深
き
契
り
加
へ
給
ひ
て
け
れ
ば
「
お
も

お
も
し
う
お
は
す
る
殿
の
、
か
く
わ
ざ
と
お
は
し
た
る
事
」
と
Y
も
て
さ

わ
ざ
聞
え
給
ふ
。
（
夢
淳
橋
三
一
三
－
6
）

こ
の
用
例
は
、
一
見
「
が
る
」
動
詞
の
場
合
と
同
じ
文
表
現
構
造
に
見
受
け

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
即
ち
、
「
す
ぐ
れ
給
へ
る
放
物
し
給
ひ
け
り
と
見
給

ひ
て
よ
り
」
ま
で
が
前
提
と
な
る
事
柄
で
あ
り
、
次
に
作
中
人
物
の
心
理
的
反

応
の
叙
述
を
欠
く
が
、
「
今
す
こ
し
深
き
契
り
加
へ
給
ひ
て
け
れ
ば
」
が
、

作
中
人
物
（
こ
こ
で
は
茄
）
　
の
行
為
を
表
す
と
も
見
ら
れ
よ
う
か
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
深
く
読
む
と
、
「
が
る
」
動
詞
の
文
表
現
構
造
と

は
、
微
妙
な
違
い
の
有
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
前
提
と
な

る
事
柄
は
、
「
（
責
ハ
横
川
ノ
僧
都
ガ
）
す
ぐ
れ
給
へ
る
放
物
し
給
ひ
け
り
と

見
給
ひ
て
よ
り
」
と
あ
る
と
お
り
、
「
…
て
よ
り
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の

は
、
ま
さ
に
当
座
性
で
は
な
く
し
て
持
続
性
で
あ
り
、
課
の
梯
川
僧
都
に
対
す

る
尊
崇
の
念
は
、
当
然
持
続
性
の
有
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
情
意
が
、
「
尊
が
る
」
と
は
異
な
り
、
客
観
的
事
実
と
し
て
、
「
尊
ぶ
」



で
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
今
す
こ
し
深
き
契
り
加
へ
給
ひ

て
け
れ
ば
」
に
し
て
も
、
動
態
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
静
態
的
と
考
え
る

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
尊
が
る
」
と
「
尊
ぶ
」
と
は
、
そ

の
意
義
特
徴
を
異
に
し
て
い
る
と
判
断
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
3
と
あ
る
も
か
か
る
も
世
の
こ
と
わ
り
な
れ
ば
、
身
一
つ
の
憂
善
事
に
て

畝
き
あ
か
し
暮
す
。
只
こ
の
河
内
の
守
の
み
昔
よ
り
す
き
心
あ
り
て
、

・
す
こ
し
咄
剖
叫
射
り
l
け
る
。
「
あ
は
れ
に
宣
ひ
お
き
し
を
、
数
な
ら
ず
と

も
、
お
ぼ
し
疎
ま
で
宣
は
せ
よ
」
な
ど
、
つ
ゐ
そ
う
し
寄
り
て
、
い
と
あ

さ
ま
し
き
心
の
見
え
け
れ
ば
（
関
屋
一
八
一
－
1
4
）

常
陸
守
の
死
後
、
歎
き
に
沈
ん
で
い
る
空
螺
に
河
内
守
が
浮
気
心
を
か
け
る

（
「
な
さ
け
が
り
け
る
」
）
。
「
な
さ
け
が
る
」
の
前
提
と
な
る
事
柄
は
、
冒

頭
の
一
文
に
有
る
。
そ
れ
に
対
す
る
河
内
守
の
心
理
的
反
応
お
よ
び
行
為
は
、

「
『
あ
は
れ
に
宣
ひ
お
き
し
を
（
後
略
）
』
・
な
ど
つ
ゐ
そ
う
し
寄
り
て
」
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
河
内
守
が
何
か
口
実
を
設
け
て
は
言
い
寄
っ
て
い
た
こ

と
は
、
「
な
ど
」
か
ら
推
測
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

「
な
さ
け
が
る
」
は
、
外
面
に
現
れ
た
河
内
守
の
態
度
を
、
観
察
者
の
主
観
を

と
お
し
て
、
動
態
的
当
座
的
に
把
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

1
4
故
少
式
の
い
と
矧
封
切
訓
、
き
ら
き
ら
し
く
物
し
給
ひ
し
を
、
い
か
で

か
あ
ひ
語
ら
ひ
申
さ
む
と
恩
ひ
給
へ
し
か
ど
も
、
さ
る
志
を
も
見
せ
問
え

ず
侍
り
し
程
に
、
い
と
悲
し
く
て
か
く
れ
給
ひ
に
L
を
そ
の
か
は
り
に
、

い
か
う
に
仕
う
ま
つ
る
べ
く
な
む
、
志
を
励
ま
し
て
、
今
日
は
い
と
ひ
た

ぶ
る
に
強
ひ
て
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
。
（
玉
の
三
六
五
－
5
大
夫
監
1
玉
堤
の

乳
母
）

こ
の
用
例
で
の
「
な
さ
け
び
」
は
、
前
例
の
「
な
さ
け
が
る
」
と
は
異
な

り
、
故
少
式
の
性
格
や
生
活
態
度
を
客
観
的
事
実
と
し
て
説
明
し
た
語
で
あ
っ

て
、
必
ず
し
も
内
面
外
面
の
別
が
明
瞭
で
な
く
、
持
続
的
静
的
状
態
を
表
現
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

右
の
ほ
か
に
、
「
ね
た
が
る
」
　
「
ね
た
む
」
、
「
あ
は
れ
が
る
」
　
「
あ
は
れ

ぶ
」
の
例
も
有
る
が
、
同
様
に
考
え
得
る
の
で
こ
こ
に
は
省
略
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
が
持
続
的
静
態
的
属
性
を
表
す
と
考
え
る
に

っ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
助
動
詞
と
の
承
撰
状
況
を
も
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
「
が
る
」
動
詞
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
接
続
し
て
い
る
助
動
詞

を
表
示
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

－　9　－

こ
の
表
で
と
り
わ
け
注
目
せ
ら
れ
る
の
は
、
「
た
り
」
の
接
続
で
あ
る
。

「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
「
た
り
」
の
接
続
し
た
例
を
掲
げ
る
。

ヽ

　

ヽ

○
ま
め
ま
め
し
く
恨
み
た
る
さ
ま
も
見
え
ず
（
帯
木
六
二
－
7
）
○
さ
す
が

：

1

．

ヽ

　

ヽ

に
う
ち
ゑ
み
給
へ
る
気
色
、
は
し
た
な
う
す
ず
ろ
ぴ
た
り
（
末
摘
花
二
五
九

1
3
）
○
あ
や
し
き
げ
す
な
ど
、
矧
創
訊
た
る
山
周
ど
も
の
み
（
橋
姫
九
－

蘭
爪

内
訳
を
一
覧
に
す
れ
ば
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
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うちたゆむ
うちやすむ

むゆ

うちゑむ
うらむ
おきなぶ
おとなぶ
おもひた
けさうぶ
ことさらぶ
さとぶ
すずろぶ
そばむ
たゆむ
なさけぶ
はかなぶ
ひなぶ
ふるぶ
ははゑむ
山里ぶ
ゐなかぶ
をしむ

一
方
、
「
が
る
」
動
詞
に
「
た
り
」
の
接
続
し
た
例
は
、
次
の
l
例
し
か
見

当
ら
な
い
。

ヽ

　

ヽ

○
…
を
さ
な
く
こ
そ
物
し
給
ひ
け
れ
」
と
、
さ
す
が
に
矧
創
り
l
た
る
御
言
葉

も
い
と
憎
L
と
見
給
ひ
て
　
（
胡
蝶
四
二
－
5
）

し
か
も
こ
の
個
所
は
、
背
表
紙
本
と
河
内
本
と
で
本
文
を
異
に
し
、
河
内
本
で

は
「
お
や
め
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
完
了
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
諸
説
の
有
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
①
動
作
・
現
象
が
完
了
し
、
発
現
し
た
意
を
表
わ
す
。
①

動
作
・
作
用
が
す
で
に
完
了
し
て
、
そ
の
結
果
が
状
態
と
し
て
存
在
す
る
意
を

（7）

表
わ
す
。
」
と
す
る
吉
田
金
彦
氏
の
解
説
、
お
よ
び
塚
原
鉄
雄
氏
の
「
認
定
を

（8）

意
味
す
る
」
と
す
る
説
を
挙
げ
れ
ば
、
大
き
な
過
誤
の
無
い
こ
と
に
な
ろ
う

（9）

か
。
壕
原
氏
の
説
に
つ
い
て
は
、
伊
牟
田
踵
久
氏
の
言
わ
れ
る
ど
と
く
、
「
動

作
・
作
用
の
存
在
の
確
認
と
い
う
こ
と
は
、
動
作
・
作
用
を
状
態
と
し
て
と
ら

え
る
」
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
た
り
」
は
「
あ
る
動
作
な
り
作
用

な
り
が
継
続
し
て
い
る
と
か
、
そ
れ
の
完
了
し
た
結
果
が
存
在
す
る
と
か
の
状

（10）

態
的
意
味
を
示
す
」
と
す
る
橋
本
四
郎
氏
の
説
と
も
矛
盾
す
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
「
た
り
」
の
意
味
機
能
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
ぶ
・
む
」
動
詞
が
「
た
り
」
に
接
続
し
易
く
、
「
が
る
」
動
詞
が
接
続
し
難

い
の
は
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
や
「
が
る
」
動
詞
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
に
原
因
す
る

と
こ
ろ
が
有
る
と
考
え
て
、
差
支
え
無
い
で
あ
ろ
う
。
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
意

義
特
徴
を
、
持
続
的
静
態
的
属
性
を
表
す
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
は
、
こ
の
よ

う
な
助
動
詞
の
接
続
状
況
を
も
説
明
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
、
「
が
る
」
動
詞
と
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
の
文
表
現
構
造
上
の
意
義

特
徴
の
相
違
点
を
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、
相
違
点
の
甚
だ
認

め
難
い
用
例
が
存
す
る
。
次
下
に
そ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

1
5
　
夜
中
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
む
と
思
ふ
程
に
、
尼
君
、
L
は
ぶ
き
お
ぼ

は
れ
て
起
き
に
た
り
。
火
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
、
黒
き
も
の
を

か
づ
き
て
、
こ
の
君
の
臥
し
給
へ
る
を
矧
U
が
蛸
引
て
、
Ⅲ
と
か
い
ふ
な
る

も
の
が
さ
る
わ
ざ
す
る
、
額
に
手
を
当
て
て
、
「
怪
し
。
こ
れ
は
誰
ぞ
」

と
、
執
念
げ
な
る
声
に
て
見
お
こ
．
せ
た
る
、
更
に
只
今
喰
ひ
て
む
と
す
る

ぞ
と
党
ゆ
る
（
手
習
二
七
六
－
1
3
）

こ
の
用
例
を
、
上
述
し
た
「
が
る
」
動
詞
の
文
表
現
構
造
に
照
し
て
み
る
の

に
、
「
火
影
に
、
頭
つ
き
は
い
と
白
き
に
、
黒
き
も
の
を
か
づ
き
て
、
こ
の
君

の
臥
し
給
へ
る
」
は
、
前
提
と
な
る
事
柄
で
あ
り
、
「
顆
に
手
を
当
て
て
（
中

略
）
見
お
こ
せ
た
る
」
が
作
中
人
物
（
こ
こ
で
は
尼
君
）
の
動
作
で
あ
り
、

「
怪
し
が
り
」
は
、
観
察
者
の
主
観
的
判
断
に
よ
る
儲
説
で
あ
る
と
見
得
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
如
き
例
が
有
る
。

1
6
　
そ
の
頃
高
屈
人
の
ま
ゐ
れ
る
が
な
か
に
、
か
し
こ
き
相
人
あ
り
け
る
を

聞
き
召
し
て
（
中
略
）
御
後
見
だ
ち
て
仕
う
ま
つ
る
右
大
桝
の
子
の
や
う
に

恩
は
せ
て
ゐ
て
奉
る
。
相
人
驚
き
て
、
あ
ま
た
た
び
か
た
ぶ
き
軋
叫
い
ぶ

。
．
「
国
の
親
と
な
り
て
、
帝
王
の
上
な
き
位
に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま

す
人
の
（
下
略
）
」
と
い
ふ
（
桐
壷
二
一
－
8
）

い
ま
こ
の
用
例
を
、
試
み
に
「
が
る
」
動
詞
の
文
表
現
構
造
に
照
し
て
み
る

の
に
、
前
提
と
な
る
事
柄
は
、
こ
こ
で
は
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
相
人
が
光
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源
氏
の
相
を
見
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
「
賢
き
て
」
は
、
作
中
人
物
（
こ
こ
で
は
相
人
）

の
心
理
的
反
応
、
「
あ
ま
た
た
び
か
た
ぶ
き
」
は
、
作
中
人
物
の
行
為
、
か
く

し
て
、
「
あ
や
し
ぶ
」
は
、
観
察
者
の
主
観
を
と
お
し
て
の
解
説
で
、
当
座
的

動
態
的
属
性
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
そ
の
後
に
作
中
人
物
の
会
謡
が
続

く
点
で
も
、
前
例
の
「
怪
し
が
る
」
と
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
あ
や
し
ぶ
」
は
築
島
裕
博
士
の
言
わ
れ
る
訓
読

特
有
語
の
一
で
あ
っ
て
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
訓
読
特
有
語
は
仮
名
文
学
に
お
い（

〓
）

て
も
、
「
地
の
文
の
中
で
も
殊
に
荘
重
厳
粛
な
場
面
な
ど
を
表
現
す
る
も
の
」

と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
例
文
の
場
合
も
、
博
士
の
高
説
に
適
合
す
る
か
と

思
わ
れ
、
も
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
位
相
を
異
に
す
る
語
が
混
入
し
た
特
例
と
し

て
処
理
が
可
能
で
あ
る
。

日
　
前
項
に
述
べ
た
推
論
を
、
更
に
〔
Ⅲ
〕
に
配
さ
れ
た
「
が
る
」
動
詞
に

及
ぼ
し
て
、
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

1
7
　
お
も
き
病
ひ
し
て
、
死
な
む
と
す
る
心
地
に
も
、
こ
・
の
君
の
十
ば
か
り

に
も
な
り
給
へ
る
さ
ま
の
、
ゆ
ゆ
し
き
ま
で
を
か
し
げ
な
る
を
見
奉
り

て
、
「
我
さ
へ
打
捨
て
奉
り
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
は
ふ
れ
給
は
む
と
す

ら
む
（
中
略
）
此
処
な
が
ら
命
堰
へ
ず
な
り
ぬ
る
こ
と
」
と
、
引
U
引
め
l

た
村
が
副
。
（
玉
撃
二
六
〇
－
1
4
）

こ
の
用
例
は
「
が
る
」
動
詞
止
め
で
あ
っ
て
、
文
表
現
構
造
上
で
は
、
作
中

人
物
（
こ
こ
で
は
太
宰
少
弐
）
　
の
行
為
の
叙
述
を
欠
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

検
討
し
て
お
く
必
要
が
有
る
。

一
体
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
用
例
に
は
、
次
に
掲
げ
る
ど
と
く
、
「
～
び

（
み
）
思
ふ
」
　
「
恩
ひ
～
ぶ
　
（
む
）
」
と
い
う
表
現
が
見
当
る
。

あ
や
し
み
忠
ふ
（
夢
淳
椅
三
一
五
－
3
）
　
忠
ひ
う
と
む
（
浮
舟
一
二
六
－

9
）
　
お
ぼ
し
う
と
む
（
棍
柱
一
七
五
－
8
）
　
か
な
し
び
お
ぼ
す
（
桐
壷

二
〇
一
1
）

こ
れ
ら
の
例
は
、
「
あ
や
し
む
」
　
「
う
と
む
」
　
「
か
な
し
ぶ
」
等
だ
け
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
心
的
状
態
を
表
現
し
得
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
か
よ
う
に
「
恩
ふ
」
と
損
合
さ
せ
た
表
現
が
有
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
が
る
」
動
詞
に
は
、
そ
の
よ
う
な
例
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
因

に
、
今
昔
物
語
集
と
対
照
し
て
み
る
の
に
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
は
、

悲
ビ
思
フ
（
巻
〓
ハ
、
四
二
八
1
1
）
惰
ミ
恩
フ
（
巻
三
、
二
二
バ
ー
7
は

か
約
八
例
）
堆
ビ
思
フ
　
（
巻
四
、
二
七
八
－
9
ほ
か
約
三
八
例
）
責
ビ
恩
フ

（
巻
一
五
、
三
五
一
－
1
0
は
か
的
三
例
）

が
見
当
る
の
で
あ
る
が
、
「
が
る
」
動
詞
に
は
、
そ
の
よ
う
な
例
は
見
出
し
難
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
上
掲
の
よ
う
な
「
ぶ
・
む
」
動
詞
は
、
「
恩
ふ
」
と
直

接
的
に
結
合
し
得
る
意
義
的
条
件
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
が
る
」
動
詞
は
、

一
般
に
そ
の
条
件
に
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
と
、
推
測
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
が
る
」
動
詞
が
、
動
作
を
伴
っ
た
当
座
的
状
態
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
の
心
理
状
態
を
把
え
る
観
察
者
の
主
観
的
判
断
と
を
表
す

語
で
あ
る
こ
と
の
、
一
傍
証
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
本
用
例
の
「
う
し
ろ
め
た
が
る
」
は
、
叙
述
こ

そ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
何
ら
か
の
行
為
、
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
口
言
葉
に

表
出
す
る
行
為
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
も
表
し
て
い
る
、
と
解
し
て
差
支
え
無

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
の
「
が
る
」
動
詞
の
一
々
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
省

略
す
る
が
、
「
が
る
」
動
詞
に
は
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
持

続
的
静
態
的
属
性
を
表
す
例
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
〔
Ⅲ
〕
に
配
せ
ら
れ
た
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
場
合
を
検
討
し
て
み
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

1
8
過
ぎ
侍
り
に
し
人
を
、
世
に
思
う
給
へ
忘
る
る
夜
な
く
の
み
今
に
村
域

u
畑
侍
る
を
（
須
磨
六
1
3
）

1

9
た
だ
わ
が
恋
ひ
憩
∪
頼
む
す
め
の
、
帰
り
お
は
し
た
る
な
め
り
（
手
習

二
三
八
－
5
）

2
0
う
へ
は
、
い
と
聞
き
に
く
き
、
人
の
御
本
性
に
こ
そ
あ
め
れ
、
す
こ
し

心
あ
ら
む
人
は
、
わ
が
あ
た
り
を
さ
へ
う

引
打
副
ぬ
べ
か
め
り
、
と
思
す

（
東
屋
四
五
－
6
）

右
の
諸
例
に
見
ら
れ
る
「
か
な
し
ぶ
」
「
悲
し
む
」
「
う
と
む
」
は
、
い
ず

れ
も
持
続
性
の
有
る
心
情
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

2
1
は
か
甘
び
た
る
こ
そ
女
は
ら
う
た
け
れ
。
か
し
こ
く
人
に
醇
か
ぬ
、
い

と
心
づ
き
な
き
わ
ざ
な
り
（
夕
顔
一
六
〇
1
4
）

2
2
君
だ
ち
、
同
じ
程
に
す
ぎ
す
ぎ
丸
大
び
l
給
ぬ
れ
ば
、
御
裳
な
ど
著
せ
奉

り
給
ふ
（
紅
梅
三
六
八
1
5
）

2

3
大
将
殿
と
は
、
こ
の
女
二
の
宮
の
御
大
に
や
お
は
し
っ
ら
む
」
な
ど
い

ふ
も
、
い
と
こ
の
世
遠
く
、
田
舎
び
に
た
る
や
、
誠
に
さ
に
ゃ
あ
ら
む

（
夢
浮
橋
三
二
二
1
7
）

2
4
こ
れ
は
け
だ
か
く
、
も
て
な
し
な
ど
恥
か
し
げ
に
よ
し
め
き
給
へ
り
。

筑
紫
を
心
に
く
く
思
ひ
な
す
に
、
皆
見
し
人
は
里
び
に
た
る
を
心
得
が
た

く
な
む
（
玉
婁
三
八
五
－
2
）

な
ど
の
諸
例
に
お
け
る
「
は
か
な
ぶ
」
「
大
人
ぶ
」
「
田
舎
ぶ
」
「
里
ぶ
」
等

．
は
、
い
ず
れ
も
人
間
の
性
情
を
表
現
す
る
語
で
あ
っ
て
、
持
続
的
静
的
状
態
を

対
象
と
す
る
語
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
点
で
、
「
が
る
」
動
詞
と
は

異
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
は
、
「
が
る
」
勒
討
と
明
瞭
に

区
別
し
得
る
例
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
T
が
る
」

動
詞
と
極
め
て
近
似
し
た
文
表
現
構
造
を
有
す
る
例
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
5
　
今
年
は
こ
の
御
鴛
に
こ
と
つ
け
て
、
み
ゆ
き
な
ど
も
あ
る
べ
く
お
ぼ
し

お
き
て
け
れ
ど
、
「
世
の
中
の
煩
ひ
な
ら
む
事
、
更
に
せ
さ
せ
拾
ふ
ま
じ

く
な
む
」
と
、
吋
付
加
申
し
給
ふ
事
度
々
に
な
り
ぬ
れ
ば
（
若
菜
上
三
四

四
－
1
4
）

2
6
　
軒
の
人
膚
い
と
疾
く
起
き
て
、
粥
な
ど
む
つ
ま
し
き
事
ど
も
を
も
て
は

や
し
て
、
「
お
前
に
疾
く
問
召
せ
」
な
ど
、
寄
り
来
て
い
ヘ
ビ
、
ま
か
な

ひ
も
い
と
心
づ
き
な
く
、
う
た
て
見
知
ら
ぬ
心
地
し
て
、
「
悩
ま
し
く
」

な
ど
、
引
q
甘
い
高
給
ふ
を
、
（
手
習
二
七
八
－
1
4
）

2
7
　
心
ば
へ
な
さ
け
な
さ
け
し
く
、
な
つ
か
し
さ
所
お
は
し
っ
る
御
方
な
れ

ば
、
殿
上
人
ど
も
も
、
「
こ
と
な
く
さ
う
ざ
う
し
か
る
べ
き
わ
ざ
か
な
」

と
矧
∪
み
顧
問
ゆ
（
宿
木
二
一
八
－
1
0
）

右
の
諸
例
に
見
ら
れ
る
「
い
な
ぶ
」
　
「
こ
と
な
し
ぶ
」
　
「
惜
し
む
」
等
の
用

い
ら
れ
様
は
、
い
ず
れ
も
「
が
る
」
動
詞
の
文
表
現
構
造
に
近
く
、
ま
た
そ
の

意
義
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
動
的
当
座
的
状
態
を
表
す
と
す
る
点
に
お
い
て

も
、
近
似
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

囲
　
以
上
述
べ
た
ど
と
く
、
「
が
る
」
動
詞
の
意
味
機
能
に
は
、
「
ぶ
・

む
」
動
詞
の
意
義
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
持
続
的
静
態
的
属
性
を
表
現
す
る

機
能
が
欠
け
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
中
に
は
、

「
が
る
」
動
詞
の
意
義
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
当
座
的
動
態
的
属
性
を
表
現

し
得
る
機
能
を
も
具
え
た
も
の
が
有
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
意

味
機
能
の
違
い
は
、
「
が
る
」
　
「
ぶ
・
む
」
の
違
い
に
原
因
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
日
ソ
に

－

以
上
、
接
尾
辞
「
が
る
」
　
「
ぶ
・
む
」
の
意
義
を
、
「
が
る
」
動
詞
、
「
ぶ

・
む
」
動
詞
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
語
基
の
意
義
の
考
腰
を
と
お
し
て
考
え
て
き

た
。
「
が
る
」
が
、
「
人
間
活
動
の
主
体
」
　
「
人
間
活
動
－
精
神
と
行
為
」

（
以
下
、
こ
の
両
者
を
合
せ
て
「
人
間
活
動
」
と
称
す
る
。
）
を
表
す
語
基
に

ほ
ぼ
限
っ
て
接
合
す
る
と
い
う
、
ご
く
性
格
の
は
っ
き
り
し
た
接
尾
辞
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
ぶ
・
む
」
は
、
そ
の
接
合
す
る
語
基
が
、
す
べ
て
の
意
義
分

野
に
亘
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
特
徴
の
把
え
に
く
い
、
い
わ
ば
広
く
動

詞
を
形
成
す
る
最
も
基
本
的
な
接
尾
辞
で
あ
る
。
．
（
「
ぶ
・
む
」
を
造
語
成
分

と
見
よ
う
と
す
る
説
は
、
意
義
論
的
観
点
か
ら
も
一
応
は
首
肯
さ
れ
る
。
が
、

す
べ
て
の
「
ぶ
・
む
」
を
造
語
成
分
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
が
有
る
。
と
く
に

〔
1
〕
に
掲
げ
た
語
の
場
合
、
「
が
る
」
を
接
尾
辞
と
認
め
る
以
上
は
、
「
ぶ

・
む
」
を
も
接
尾
辞
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
）

ヽ

　

ヽ

故
に
、
小
稿
の
ど
と
き
、
「
が
る
」
に
対
立
す
る
「
ぶ
・
む
」
と
い
う
観
点

に
立
つ
場
合
、
ま
ず
「
が
る
」
動
詞
お
よ
び
「
ぶ
・
む
」
動
詞
、
就
中
「
ぶ
・

む
」
動
詞
を
、
そ
の
内
容
面
か
ら
規
制
統
一
し
て
お
く
必
要
が
有
っ
た
の
で
あ

る
。そ

の
よ
う
な
操
作
を
経
て
抽
出
さ
れ
た
「
が
る
」
動
詞
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞

を
比
絞
考
察
し
て
み
る
の
に
、
最
も
大
き
い
意
義
上
の
特
徴
は
、
「
が
る
」
動

詞
は
、
観
察
者
が
相
手
の
行
為
・
表
情
な
ど
の
動
態
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
（
相
手
ハ
イ
マ
、
…
忠
ッ
テ
イ
ル
）
と
判
断
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
表
す

の
に
対
し
て
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
は
、
静
的
状
態
（
内
的
・
外
的
）
を
客
観
的

に
表
現
す
る
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
が
る
」
動
詞
の

表
現
す
る
内
容
は
、
必
然
的
に
動
的
当
座
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
表
現
す
る
内
容
は
、
主
と

し
て
持
続
性
を
帯
び
、
語
に
よ
っ
て
は
当
座
性
を
帯
び
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
語
基
は
、
「
が
る
」
動
詞
「
ぶ
・
む
」
動
詞
と
も
に
、
「
人
間
活

動
」
を
表
す
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
と
に
精
神
作
用
の
場
合

は
、
本
来
、
持
続
性
を
有
す
る
、
な
い
し
は
時
間
を
越
え
て
存
在
す
る
の
が
当

然
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
ぶ
・
む
」
動
詞
の
表
現
す
る
内
容
が
持
続
性
を
帯
び

て
い
る
の
は
、
語
基
の
意
義
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
当
然
の
結
界
と
い
う
べ
き

で
あ
っ
て
、
「
が
る
」
動
詞
が
持
続
性
を
表
さ
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
注
目
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
接
尾
辞
「
ぶ
・
む
」
は
、
語
基
に
動
詞
と
い
う
品
詞
性
を
与
え
る

の
で
あ
る
が
、
意
義
的
に
は
語
基
の
有
す
る
意
義
の
上
に
、
と
く
に
ほ
と
ん
ど
一

加
え
る
と
こ
ろ
が
無
い
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
　
1
3

「
が
る
」
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
意
義
を
話
芸
に
加
え
る
と
い
う
、
積
極
的
　
一

な
桟
能
を
果
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（注）1
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
揆
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
八
三
三
ペ
ー
ジ

参
照

亀
山
泰
紀
「
『
あ
は
れ
が
る
』
と
『
あ
は
れ
ぶ
』
」
　
（
R
遺
短
期
大
学
研

究
紀
要
第
一
八
集
）

2
『
語
構
成
の
研
究
』
三
九
八
ペ
ー
ジ

3
国
立
国
語
研
究
所
編
の
再
版
本
を
用
い
た
。

4
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』
の
ペ
ー
ジ
・
行
を
示
す
。

5
『
平
安
女
流
文
学
の
文
章
の
研
究
』
参
照



6
動
作
や
作
用
を
伴
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
吉
沢
義
則
博
士
が
『
源
語

釈
泉
』
で
「
を
か
し
が
る
」
の
意
義
を
説
か
れ
た
際
に
、
「
…
そ
の
可
笑

し
さ
が
動
作
に
現
ほ
れ
た
の
が
『
を
か
し
が
る
』
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
・
「
あ
は
れ
が
る
」
に
つ
い
て
、
同
趣
の
指
摘
を
亀
山

泰
紀
氏
が
上
記
論
文
で
し
て
お
ら
れ
る
。

7
松
村
明
編
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
四
六
三
ペ
ー
ジ

8
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
九
巻
一
三
号
所
収

9
「
月
刊
文
法
」
一
巻
七
号
所
収

笠
舶
崇
脚
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
三
五
ペ
ー
ジ

1
1
注
（
1
）
と
同
書
。
七
七
九
ペ
ー
ジ

（
4
8
・
1
0
・
1
再
稿
）



石
川
徹
氏
「
末
摘
花
と
源
典
侍
」
　
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
二
十

四
年
八
月
）
。

（
9
）
　
前
掲
注
7
。

（
1
0
）
　
前
掲
注
6
。

（
1
1
）
　
拙
稿
「
桐
壷
院
1
物
語
の
成
立
と
方
法
－
」
　
（
拙
著
「
源
氏
物
語

の
研
究
」
所
収
）
。

（
1
2
）
　
い
ま
、
小
論
は
執
筆
順
序
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
源
典
侍
物
語
A
が
、
論
旨
の
よ
う
な
機
能
性
を
も
っ
て

紫
上
系
に
後
記
細
入
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
、
む
ろ
ん
、
な

い
。
（
ち
な
み
に
、
私
見
で
は
、
む
し
ろ
、
源
典
侍
物
語
A
は
紫
上

系
プ
ロ
パ
1
の
挿
話
と
考
え
て
い
る
。
前
掲
注
6
の
拙
稿
参
照
）
。

あ
く
ま
で
も
、
現
存
形
態
の
源
氏
物
語
の
巻
序
に
お
い
て
定
位
さ
れ

て
い
る
源
典
侍
物
語
A
の
機
能
性
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
誓
　
拙
稿
「
藤
壷
宮
　
若
宮
誕
生
以
後
」
　
（
拙
著
「
源
氏
物
語
の
研

究
」
続
　
所
収
）
。

（
1
4
）
　
拙
稿
「
源
氏
物
語
軍
一
部
年
紀
考
－
構
想
・
構
成
論
お
よ
び
成
立

論
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
ー
」
　
（
拙
著
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
所

収
）
。

（
ほ
）
　
前
掲
注
1
3
。
拙
稿
「
藤
壷
宮
　
立
后
以
後
」
　
（
拙
著
「
源
氏
物
語

の
研
究
」
続
　
所
収
）
。

（
1
6
）
　
前
掲
注
1
4
。

（
1
7
）
　
前
掲
注
1
4
。

（
1
8
）
　
秋
山
塵
氏
「
紫
上
の
変
貌
」
　
（
同
氏
著
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
所

収
）
。

（
1
9
）
　
拙
稿
「
藤
壷
宮
　
崩
御
前
後
」
　
（
拙
著
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
続

所
収
）
。

tosho-seibi-repo
長方形

tosho-seibi-repo
長方形




