
古
典
解
釈
と
語
の
文
法
的
な

は
　
じ
　
め
　
に

こ
こ
に
い
う
「
語
」
と
は
、
今
日
の
規
範
文
潜
で
品
詞
に
分
頸
す
る
と
こ
ろ

の
「
単
語
」
だ
け
を
さ
す
の
で
ほ
な
く
、
い
わ
ゆ
る
接
尾
語
や
複
合
助
詞
を
も

含
め
た
便
宜
的
な
呼
び
名
と
す
る
。
古
典
の
読
解
に
は
、
接
尾
語
や
複
合
助
詞

と
他
の
単
語
と
を
識
別
し
て
そ
の
意
味
の
相
違
を
つ
か
む
こ
と
も
、
品
詞
を
異

に
す
る
或
る
種
の
単
語
同
志
を
識
別
す
る
の
と
同
程
度
に
必
要
だ
か
ら
で
あ

る
。古

典
の
読
解
に
当
っ
て
、
一
語
が
意
味
を
転
じ
た
り
、
語
性
を
転
成
し
て
多

義
を
持
っ
た
り
、
同
音
節
の
語
で
意
味
の
異
な
っ
た
り
す
る
二
語
以
上
を
識
別

す
る
こ
と
は
有
用
で
あ
る
。
語
の
意
味
の
相
違
が
、
こ
と
ば
の
形
の
上
に
表
わ

れ
、
こ
れ
を
法
則
的
に
掴
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
解
釈
と
い
う
技
術
を
よ

り
経
済
的
に
正
確
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
、
語
の
単
な
る
辞
書
的
な

知
識
を
補
い
、
そ
れ
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
。

’

l

一

ハ

中
世
の
「
手
前
波
大
概
妙
」
の
中
に
助
詞
「
や
」
に
十
類
を
た
て
そ
の
意
義

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
説
い
た
の
を
は
じ
め
、
そ
れ
以
後
の
て
に
は
研
究
書
で
、
例
え
ば
、
富
士
谷

成
章
の
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
で
「
紛
ほ
す
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
屡
々
注
意
し
、
本
居

林
　
　
芳
　
　
洩

宣
長
の
「
詞
の
五
指
」
で
も
同
様
の
注
意
を
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
為
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
書
の
目
的
は
、
古
語
で
和
歌
を
作
り
、
古
典

を
正
し
く
解
釈
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
序
文
等
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

な
厳
密
な
文
法
論
を
編
ん
で
、
古
文
を
全
品
詞
に
分
解
す
る
こ
と
で
は
決
し

て
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
特
集
で
意
図
す
る
「
古
典
解
釈
に
役
立

つ
」
と
い
う
目
的
と
方
向
を
一
致
す
る
。

そ
こ
で
、
私
は
こ
こ
に
与
え
ら
れ
た
課
題
の
解
答
を
考
え
る
に
当
っ
て
、
品

詞
論
と
し
て
進
ん
で
来
た
規
範
文
法
の
枠
を
は
な
れ
て
、
も
う
一
度
目
的
を
同

じ
く
す
る
江
戸
時
代
の
成
茸
や
宣
長
の
研
究
書
に
戻
っ
て
、
そ
こ
か
ら
改
め
て

出
直
そ
う
と
考
え
る
。
彼
ら
の
研
究
が
「
て
に
を
は
」
（
助
詞
・
助
動
詞
や
接

尾
語
や
形
式
語
）
を
中
心
と
し
た
と
い
う
事
実
は
、
ま
ず
、
こ
の
課
題
の
範
囲

を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
古
典
解
釈
で
の
語
の
文
法
的
な
識
別
に
は
、
こ
れ

ら
の
語
が
長
も
重
い
位
置
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
l
の
好
み
や
偶
然

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
解
釈
技
術
よ
り
必
然
の
結
果
と
し
て
出
て
来
た
も
の

で
あ
る
と
信
ず
る
。
　
＼

手
爾
波
大
概
紗
か
ら
姉
小
路
式
・
て
た
を
は
義
慣
抄
、
ま
た
栂
井
道
敏
の
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
は
網
引
綱
を
へ
て
宣
長
の
詞
の
玉
緒
、
成
章
の
あ
ゆ
ひ
抄
等
の
て
に
は
研

1
T
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究
書
の
中
で
、
こ
の
課
題
の
拠
所
と
で
き
を
の
は
l
「
あ
限
ひ
抄
」
で
あ
る
。
宣

長
の
研
究
の
中
心
は
係
り
結
び
で
あ
る
か
ら
取
り
扱
い
の
範
囲
が
狭
い
。
成
章

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
あ
ゆ
ひ
抄
は
、
そ
れ
以
前
の
て
に
は
研
究
を
も
と
り
入
れ
彼
の
創
意
に
ま
っ

て
す
べ
て
百
六
十
四
語
を
集
成
し
分
頸
し
て
い
る
バ
宣
長
の
流
れ
を
汲
む
研
究

は
、
そ
の
中
心
ほ
活
用
研
究
に
偏
り
、
成
章
の
研
究
が
そ
の
明
晰
、
精
密
な
結

果
に
も
拘
ら
ず
、
後
に
引
継
が
れ
な
か
っ
た
の
は
、
再
考
の
要
を
覚
え
る
。

あ
ゆ
ひ
抄
（
安
永
七
年
一
七
七
八
刊
）
は
用
語
が
難
解
な
の
が
欠
点
で
あ

る
。
本
稿
で
引
用
す
る
に
当
っ
て
は
次
の
約
束
に
従
っ
て
原
文
を
改
め
読
解

の
便
を
は
か
っ
た
。

二
　
術
語
は
今
日
の
文
法
用
語
の
概
念
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
便
宜

上
左
記
と
す
る
。

l
、
あ
ゆ
ひ
1
辞
　
名
1
名
詞
　
よ
そ
ひ
1
用
言
　
か
ざ
し
1
副
詞
　
事
l
動

詞
　
孔
1
ラ
変
動
詞
　
状
1
形
容
詞
　
在
l
ナ
リ
活
用
用
言
　
た
ち
居
l

活
用
．
本
1
語
幹
　
末
1
終
止
形
．
来
l
未
然
形
　
往
l
連
用
形
　
引
靡

連
体
形
　
靡
伏
1
巳
然
形
　
日
1
命
令
形
（
又
は
己
然
形
）
　
文
1
物
語

歌
1
和
歌
　
旦
・
畢
言
1
口
語
・
口
語
訳
　
心
l
恵

三
原
文
の
私
意
に
よ
る
説
明
に
は
括
弧
を
施
し
た
。

三
、
原
文
を
書
き
改
め
る
こ
と
は
避
け
た
が
、
中
略
し
た
り
、
順
序
を
換
え

た
こ
と
も
あ
る
。

四
、
漢
文
ク
か
な
を
漢
字
に
改
聖
仮
名
通
い
は
も
と
の
ま
ま
と
し
た
。

五
、
濁
点
・
句
読
を
施
し
た
。

六
、
要
点
の
み
を
示
す
時
に
は
必
ず
し
も
二
～
四
に
従
わ
な
い
。

○
以
下
引
用
例
文
の
出
典
は
あ
ゆ
ひ
抄
の
は
そ
の
ま
ま
挙
げ
、
特
記
し
な
い

も
の
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

「
あ
ゆ
ひ
抄
」
に
見
え
る
語
の
識
別

「
な
む
」
の
三
能
仙

音
節
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
意
味
の
全
く
異
な
る
三
種
の
「
な
む
」
を
識
別

す
る
．
こ
と
は
二
古
典
の
読
解
に
は
必
須
知
識
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
　
「
て
・
に
を

は
」
研
究
書
で
そ
の
識
別
を
説
く
の
も
当
乳
で
あ
る
・
「
て
に
は
網
引
綱
」
で

「
な
ん
は
二
様
あ
り
」
と
し
、
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
で
は
、
「
粉
は
す
べ
か
ら
ず
」
と

し
て
三
種
の
識
別
を
説
い
て
い
る
。
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
は
、
意
味
の
相
違
を
語
の

承
接
、
文
中
か
文
末
に
あ
る
か
の
形
の
上
に
求
め
る
が
、
そ
の
方
法
は
今
日
に

も
通
用
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
次
に
抄
出
す
る
。
．

【
何
な
ん
】
　
上
位
の
語
は
辞
・
動
詞
の
未
然
形

口
語
訳
へ
テ
ク
レ
ヨ
）
と
い
ふ
。
世
に
こ
れ
を
「
願
の
な
ん
」
と
い
ひ
つ
け

7

ヅ

’

た
れ
ど
、
原
に
は
あ
ら
で
、
只
そ
つ
と
誹
ふ
る
語
な
り
。

持
て
と
い
は
ば
寂
て
も
行
か
な
む
（
イ
テ
ク
レ
ヨ
）
。
強
ひ
て
行
く
的
の

足
折
れ
ま
へ
の
た
な
橋
（
古
今
）

こ
の
「
な
ん
」
は
「
去
伶
（
助
動
詞
）
」
の
「
な
ん
」
と
、
そ
の
付
く
語
に

よ
っ
て
分
ち
控
き
こ
と
あ
り
。
用
言
の
活
用
を
知
ら
ぬ
人
は
誤
り
易
し
。
そ

の
．
中
に
も
「
言
ひ
な
ん
」
「
来
な
ん
」
は
助
動
詞
、
「
言
は
な
ん
」
「
来
な
ん
」

は
誹
へ
と
い
ふ
類
は
心
得
ぬ
ほ
な
し
。
ま
た
（
ユ
韻
の
活
用
語
尾
）
に
付
く

も
の
も
、
「
つ
く
ま
の
祭
疾
く
せ
な
ん
」
は
誹
へ
と
見
易
き
を
、
「
乱
れ
な
ん
」

「
憂
き
目
見
え
な
ん
」
な
ど
い
ふ
時
は
、
誠
に
恋
し
く
詠
み
た
る
歌
な
ら
ば

詠
み
人
自
ら
解
か
ぬ
限
り
は
分
か
る
ま
じ
き
や
う
な
り
。
始
め
終
り
を
よ
く

見
合
は
せ
て
心
得
わ
き
ま
ふ
べ
し
。

「
と
な
ん
（
係
助
詞
）
」
は
承
け
様
殊
の
外
に
変
り
た
れ
は
見
分
き
易
し
。

師
は
常
に
助
動
詞
を
ゆ
き
声
（
平
戸
）
に
、
誹
へ
を
た
ち
声
（
去
声
）
に
、

「
と
な
ん
」
を
迫
り
声
（
上
声
）
に
詠
ま
る
。

（
あ
ゆ
ひ
抄
巻
一
読
望

【
朝
ぬ
】
　
上
位
の
語
は
動
詞
の
連
用
形

「
い
ぬ
」
と
い
ふ
事
を
つ
ゞ
め
て
い
へ
る
辞
な
り
。
「
い
ぬ
」
と
は
こ
こ
を

去
て
彼
処
に
行
く
を
い
ふ
語
な
り
。
辞
に
て
も
比
の
意
味
を
思
ひ
渡
す
べ

′
論
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123

4

し
。
口
語
訳
（
テ
シ
て
ウ
〉
（
ダ
ソ
ニ
ナ
ル
）
八
三
ウ
ニ
ナ
ル
〉
又
前
に
よ
り

て
は
　
（
テ
シ
マ
ウ
タ
）
　
八
校
二
戌
ッ
タ
）
と
（
タ
）
文
字
を
加
へ
て
も
心
得

．へし。
活
用人

知
れ
ず
お
も
へ
は
苦
し
。
紅
の
ま
摘
花
の
色
に
机
で
な
む
（
テ
シ
マ
ハ

ウ
）
（
古
今
）

先
の
「
な
ん
」
を
「
講
へ
の
な
ん
」
に
粉
は
す
べ
か
ら
ず
。
く
は
し
く
は
読

環
に
い
ふ
。
（
巻
四
去
負
）

【
何
な
ん
】
　
上
位
の
昌
は
名
詞
・
調
詞
・
詳
用
言
の
述
作
形
・
形
容
詞
の
達

・
用
形
・
ナ
リ
活
用
言
の
「
に
」
形
等

こ
れ
を
文
の
中
に
．
あ
る
「
な
ん
」
と
い
ふ
。
助
動
詞
「
な
ん
」

「
講
へ
な
ん
」
に
紛
は
す
べ
か
ら
ず
。

い
ふ
．
へ
き
こ
と
を
押
し
出
し
て
窪
か
に
断
る
時
に
句
の
中
に
あ
る
語
な
り
。

物
語
に
は
句
の
末
に
も
あ
る
は
、
下
を
含
め
た
る
意
な
り
。
又
宣
命
の
中
に

「
な
も
」
と
あ
る
も
是
な
り
。

物
語
に
は
多
く
、
没
に
は
稀
に
見
ゆ
。
連
用
形
を
承
く
る
時
、
口
語
訳
（
ナ
）

と
い
ふ
。
名
詞
・
副
詞
等
を
承
く
る
時
八
が
、
ナ
）
と
い
ふ
。
連
体
形
を
承

く
る
時
（
ノ
ガ
、
ナ
）
と
い
ふ
。
後
世
に
は
絶
え
て
詠
め
る
を
見
ず
。
全
く

た
だ
言
な
る
ゆ
ゑ
に
歌
に
詠
む
時
は
必
ず
下
に
「
と
」
了
承
け
た
り
。

さ
く
ら
花
山
に
咲
く
な
ん
（
ノ
ガ
、
ナ
）
里
の
に
は
肪
る
封
聞
く
を
み
ぬ

が
寂
し
さ
　
（
義
孝
某
）
（
巻
三
　
な
ん
家
）

そ
の
説
き
方
を
見
る
と
、

承
接
の
両
か
ら
上
位
の
語
の
違
い
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
。

文
中
に
あ
る
か
、
文
末
に
あ
る
か
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
。

多
く
の
用
例
（
引
用
文
で
は
一
例
し
か
示
さ
な
い
）
を
あ
げ
て
帰
納
し
て

い
る
こ
と
。

他
の
辞
と
の
接
合
し
た
形
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
。
（
引
用
文
で
は
省
略
）

5
　
語
義
の
説
明
と
と
も
に
必
ず
口
語
訳
を
施
し
て
い
る
。
口
語
訳
を
あ
て
る

心
得
に
つ
い
て
は
「
大
む
ね
（
序
文
）
」
に
詳
し
い
。

こ
の
あ
り
方
は
、
今
日
解
釈
に
当
っ
て
文
法
用
語
を
充
て
る
こ
と
に
急
が

し
い
態
度
よ
り
の
ぞ
ま
し
い
。
右
の
文
で
、
未
然
形
に
つ
く
「
な
む
」
．
を

「
終
助
詞
で
棺
望
を
表
わ
す
」
と
説
く
文
法
書
よ
り
も
「
テ
ク
レ
コ
で
誹
え
」

と
説
く
方
に
共
鳴
す
る
。

6
　
位
相
（
和
歌
と
物
語
）
に
注
意
し
、
そ
の
異
な
り
に
一
よ
っ
て
語
の
用
い
ら

れ
方
に
違
い
が
l
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
係
助
詞
「
な
ん
」
は
物
語
に
あ
る
凡

語
で
、
和
歌
で
は
「
と
」
を
う
け
る
と
す
る
）

7
　
時
代
の
相
違
に
よ
る
別
（
引
用
文
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
特
に
上
代
語
と

の
別
）
に
注
意
し
て
い
る
。

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
今
日
、
語
の
文
法
的
な
識
別
を
す
る
に
際
し
て
も

通
ず
る
方
法
で
あ
る
。
以
下
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
に
お
い
て
「
粉
は
す
べ
か
ら
ず
」

と
す
る
語
を
挙
げ
る
。
そ
の
多
く
は
、
同
音
で
所
属
（
あ
ゆ
ひ
抄
で
は
五
つ
に

大
別
し
た
そ
の
所
属
）
を
異
に
す
る
語
で
あ
る
。
（
引
用
文
中
の
a
b
は
l
私
意

に
よ
る
）

H
　
同
音
異
所
属
語
の
識
別

し
　
a
　
過
去
の
し

サ

キ

〆

ツ

チ

　

　

　

　

タ

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
た
つ
け
ふ
の
風
や
解
く
ら
．
む

（
古
今
）

b
　
強
め
の
し

▼
三
限
テ
ィ
ヅ
ヨ
リ
そ

と
き
は
な
る
日
蔭
の
か
つ
ら
今
日
し
こ
そ
心
の
い
ろ
に
深
く
見
え
け

れ
　
（
後
撰
）

a
　
（
上
位
の
語
）
辞
・
動
詞
の
連
用
形
、
ナ
リ
活
用
言
の
㍉
な
り
」

一
「
来
し
方
の
し
」
と
い
ふ
。
「
然
か
の
し
」
と
紛
は
す
べ
か
ら
ず
。
今
よ
り

古
の
事
を
言
ひ
、
今
日
よ
り
昨
日
の
事
を
い
ふ
顆
な
り
。
口
語
訳
ハ
ブ
）
。
詞

の
上
に
（
先
ダ
ッ
チ
）
な
ど
い
ふ
詞
を
添
へ
て
み
れ
ば
紛
は
ず
。
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b
（
上
位
の
語
）
名
詞
‘
副
詞
・
連
用
形
・
連
体
形
・
辞
．

此
の
「
し
」
を
「
然
か
の
し
」
と
い
ふ
。
中
古
よ
り
後
は
か
な
ら
ず
「
ぞ
」

「
は
」
「
こ
そ
」
「
か
」
「
も
」
な
ど
の
辞
に
続
き
、
さ
ら
ぬ
は
下
に
「
ば
」
と

う
け
た
り
。
口
語
訳
に
（
コ
レ
ニ
カ
ギ
ッ
テ
）
（
キ
一
ッ
．
バ
リ
）
な
ど
い
ふ
。
い

づ
れ
も
（
訳
語
の
）
あ
た
る
と
あ
た
ら
ぬ
と
あ
り
。
又
（
ソ
ノ
ヤ
ウ
ニ
）
（
此

ノ
ヤ
ウ
ニ
）
な
ど
い
ふ
に
も
あ
た
れ
り
。
こ
れ
み
な
「
し
か
」
の
心
を
恩
へ

て
あ
つ
る
な
り
。

強
め
の
「
し
」
は
平
安
時
代
に
は
係
助
詞
と
重
な
る
か
、
下
に
「
ば
」
で
受
け

る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
ら
同
じ
く
連
用
形
を
受
け
る
形
で
も
過
去
の
「
し
」

と
識
別
で
き
る
。
こ
の
下
を
「
ば
」
で
受
け
る
形
は
、
「
ば
」
の
上
位
語
に
よ

っ
て
二
種
に
分
け
て
い
る
。

a
　
予
想
で
受
け
る
場
合
。
（
「
ば
」
の
上
位
の
語
は
）
未
然
形
、
形
容
詞
の
連

用
形

君
恋
ふ
る
涙
し
（
サ
へ
）
な
く
は
（
ナ
イ
ナ
ラ
．
ハ
）
唐
衣
む
ね
の
あ
た
り

は
色
も
え
な
ま
し
　
（
古
今
）

「
し
」
を
（
サ
へ
）
と
口
語
訳
し
て
、
（
何
サ
へ
何
ナ
ラ
．
ハ
）
又
（
何
サ
へ
）

（
何
ウ
ナ
ラ
．
ハ
）
又
常
に
は
（
何
サ
へ
何
タ
ラ
．
ハ
）
と
も
い
ふ
べ
し
。

b
　
既
定
で
受
け
る
場
合
（
「
ぱ
」
の
上
の
語
は
）
己
然
形

（
イ
）
　
「
し
」
．
を
（
サ
へ
）
と
口
語
訳
す
。
「
何
は
」
は
口
語
訳
同
じ
。

人
の
う
へ
の
こ
と
と
し
（
サ
へ
）
同
l
当
欄
知
ら
ぬ
か
な
　
（
後
撰
）
・

（
ロ
）
．
「
し
」
を
め
ぐ
ら
し
心
得
て
（
モ
ト
ヨ
リ
）
（
ナ
ニ
ガ
）
な
ど
合
み
て

口
語
訳
す
。
「
何
ぼ
」
を
（
ニ
ヨ
ッ
テ
）
と
口
語
訳
す
。

へ
そ
寸
ヨ
リ
）
さ
き
初
め
し
宿
し
恋
れ
ば
ヘ
ル
ニ
コ
ツ
テ
）
き
く
の
花

（
古
受

「
は
し
が
そ
の
上
位
の
活
用
形
に
よ
っ
て
意
味
を
異
に
し
、

未
然
形
f
ば
…
…
仮
定
　
（
雨
降
ら
ば
…
…
）

己
然
形
十
は
…
…
既
定
　
（
雨
降
れ
ば
…
…
）

と
な
る
こ
と
は
宣
長
が
〔
詞
の
玉
緒
」
で
、

’

濁
る
「
ば
」
に
然
る
事
を
い
ふ
と
、
未
レ
然
事
を
か
ね
て
い
ふ
と
の
二
つ
あ

打
、
既
に
然
る
事
を
い
ふ
は
「
花
さ
け
ば
」
な
ど
の
ご
と
し
。
未
レ
然
事
を

か
ね
て
い
ふ
は
「
花
さ
か
ば
」
な
ど
の
ご
と
し
。
既
に
然
る
事
を
い
ふ
「
ば
」

l
は
「
ど
も
」
と
相
対
立
し
、
東
レ
然
事
を
か
ね
て
い
ふ
「
ば
」
は
上
を
転
じ

て
「
と
も
」
と
対
立
せ
り
。
（
巻
≡
）

と
説
い
て
い
る
が
、
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
で
、

此
例
（
己
然
＋
ば
）
二
様
あ
る
墜
日
の
あ
た
り
の
こ
と
を
重
ぐ
．
い
へ
る

（
既
定
）
と
、
こ
と
あ
り
の
上
に
て
軽
く
い
へ
る
（
仮
定
既
定
を
離
れ
た
）

と
に
て
、
只
「
ば
」
の
意
に
よ
り
て
分
る
る
な
り
。
例
へ
は
、
病
を
し
て

「
粟
を
さ
へ
飲
め
ば
な
は
る
」
と
い
ふ
は
（
仮
定
既
定
を
離
れ
て
）
い
へ
り
。

又
「
も
と
よ
り
良
き
薬
を
飲
み
て
を
る
事
な
れ
ば
、
な
ほ
ら
ん
こ
と
疑
な

し
」
な
ど
い
ふ
は
、
目
の
ま
へ
を
重
く
い
ふ
（
既
定
）
な
り
。
又
「
粟
を
さ

へ
飲
ま
は
な
ほ
ら
ん
」
と
い
ふ
は
、
一
例
（
未
然
＋
ば
）
の
あ
ら
ま
し
（
予

想
）
な
り
。

と
説
く
方
に
卓
見
を
認
め
る
。

ざ
日
ソ
　
「
打
消
の
ざ
り
」
と
「
に
ぞ
有
り
の
約
」

「
物
に
ぞ
有
け
る
」
「
し
る
く
ぞ
有
け
る
」
を
約
し
て
．
「
物
に
ざ
り
け
る
」

「
し
る
く
ざ
り
け
る
」
な
ど
平
安
後
期
の
人
常
に
書
け
り
。
打
消
と
紛
は
す

べ
か
ら
ず
。
（
打
消
は
未
然
蘭
を
ぅ
け
る
）
．

ね
　
a
「
願
の
ね
」

郡
へ
さ
そ
は
ね
　
（
頗
輔
集
）

b
「
連
用
ね
」

思
は
む
と
頼
め
し
事
ぎ
あ
る
も
の
を
無
き
名
は
立
て
て
唯
に
忘
れ
ね

（
テ
シ
マ
へ
）
　
（
後
援
）

a
　
未
然
形
を
承
く
。
上
代
の
辞
な
り
。

も
　
上
位
の
語
、
連
用
形
。
口
語
訳
（
チ
シ
マ
へ
）
又
（
ヤ
ウ
ヒ
ナ
レ
）
と
い
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ふ
。
詳
し
き
意
は
「
ぬ
」
に
て
い
ふ
。
「
厩
の
ね
」
は
承
さ
ま
も
異
な
り
。

紛
は
す
・
へ
が
ら
ず
。

以
下
要
点
の
み
を
あ
げ
る
。

け
れ
　
　
　
　
形
容
詞
の
け
れ
．

（
l
　
例
　
）
　
嵐
の
風
は
巽
け
れ
ど

（
形
の
・
特
色
）
　
形
容
詞
の
已
然
形

（
意
　
味
）
　
口
語
と
同
じ
。
下
に
「
ば
」

「
ど
」
が
あ
れ
ば
（
イ
ニ
コ

ツ
テ
）
（
イ
ケ
レ
ド
モ
）

「
来
有
」
の
け
れ

時
に
こ
そ
終
に
も
み
ち
ぬ
松

も
見
え
け
れ

動
詞
・
辞
の
連
用
形
を
受
く

口
語
（
物
ヂ
ヤ
）
（
事
ヂ
ャ
）
。

又
所
に
よ
り
て
（
タ
コ
ト
ヂ

ヤ
）
（
タ
モ
ノ
ヂ
ャ
）
と
心
得

る

．
た
日
ソ

（
　
例
　
）

（
上
位
の
語
）

（
意
味
用
法
）

「
と
あ
り
」
の
約
・

す
み
と
げ
ん
庵
た
る
べ
く
も

名
詞

「
と
あ
り
」
の
約
∵
（
ト
イ

ブ
テ
ア
ル
）
と
訳
す
。
文
章

に
は
見
え
る
が
歌
に
は
稀
。

「
庵
た
る
」
も
蚤
を
隠
し
て

止
む
な
く
読
ん
だ
烏
の

「
て
あ
り
」
の
約
∵

花
散
り
た
り
と
吹
け
ば
な
り

け
り

動
詞
の
連
用
形

「
て
あ
り
」
の
約
。
口
語
で

ほ
「
テ
ア
ル
」
は
無
生
物
に

．
の
み
い
ひ
、
生
物
に
は
「
テ

イ
ル
」
で
あ
る
か
ら
、
口
語

訳
に
当
っ
て
は
（
テ
ア
ル
）

テ
イ
ル
〉
考
へ
て
当
て
る

（
補
　
説
）

名
詞
に
つ
く
「
た
り
」
は
断
定
の
助
動
詞
と
い
わ
れ
、
連
用
形

（
補
　
説
）
　
連
用
形
を
受
け
る
「
け
れ
」
は
助
動
詞
「
け
り
」
の
巳
然
形
。

「
け
り
」
の
意
味
は
今
ま
で
無
意
識
で
い
た
過
去
の
事
実
、
一
過
去
か
ら
現
在

ま
で
続
い
て
い
る
事
実
、
目
前
の
事
実
に
は
じ
め
て
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と

を
感
嘆
を
こ
め
て
の
べ
る
の
が
原
義
で
、
単
な
る
詠
嘆
に
も
、
非
体
験
の
過

去
の
事
実
を
物
語
る
に
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
が
、
他
に
諸
説
も

あ
る
（
本
誌
に
二
十
二
巻
十
二
号
古
典
解
釈
の
た
め
の
助
動
詞
特
集
参
照
）
。

た
つ
く
の
は
完
了
の
助
動
詞
と
い
わ
れ
る
。

な
日
ソ
　
　
　
　
終
止
な
り

（
　
例
　
）
　
人
ま
つ
む
し
の
声
す
な
り

（
上
位
の
語
）
　
動
詞
・
辞
の
終
止
形
　
1

け
ん

（
　
例
　
）

（
上
位
の
語
）

（
意
味
用
法
）

形
容
詞
の
け
ん

涙
の
滝
と
い
づ
れ
高
け
ん

形
容
詞
の
語
幹

「
か
ら
ん
」
と
読
む
に
変
ら

ず
。
上
代
か
ら
平
安
前
半
ま

で
の
語
、
そ
れ
以
後
は
擬
古

的
用
法

（
補
　
説
）

形
容
詞
の
語
幹
に
つ
く
「
け
ん
」

過
去
推
量
の
け
ん

．
ち
は
や
ぶ
る
神
の
伐
り
け
ん

用
言
・
辞
の
連
用
形
．

口
語
訳
（
タ
コ
ト
デ
ア
ラ
ウ
）

（
タ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
）
又
（
タ

デ
ア
ラ
ウ
）
。
過
ぎ
た
事
を

推
測
し
て
い
ふ

の
「
け
」
は
上
代
の
形
容
詞

（
意
味
用
法
）
　
口
語
訳
（
ヮ
イ
）
．

未
然
形
相
当
語
尾
で
、
「
ん
」
ほ
推
量
の
助
動
詞
。

（
補
　
説
）
＊
「
終
止
な
り
」
は
今
旦

連
体
な
り
．

流
る
る
水
の
帰
り
来
ぬ
な
り

名
詞
・
副
詞
・
辞
・
遵
体
形

（
ナ
リ
活
用
言
の
語
尾
も
こ

の
語
で
あ
る
）

「
に
あ
り
」
の
約
。
口
語
訳

（
ヂ
ャ
）
又
（
ヂ
ア
ル
）
。
連

体
形
を
う
け
て
は
〈
ノ
ヂ
ア

ル
）
（
ノ
ヂ
ャ
）
。
「
や
」
「
や

は
」
「
か
」
「
か
は
」
「
か
も
」

「
ぞ
」
「
こ
そ
」
「
も
」
の
辞

が
つ
く
時
は
「
に
」
あ
り
」

と
も
と
の
二
語
に
戻
つ
．
て
そ

の
間
に
入
る
．

伝
聞
推
定
説
を
と
ち
れ
る
松
渇
捨
緒

．1‥
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郎
博
士
以
下
の
諸
氏
と
、
再
び
断
定
と
情
意
と
の
綜
合
表
現
と
さ
れ
る
遠
藤

嘉
基
博
士
説
と
あ
る
（
本
誌
助
動
詞
特
集
号
参
照
）
。

晋
の
清
濁
を
区
別
し
て
、
濁
音
を
さ
す
こ
と
は
、
古
典
解
読
の
基
礎
酪
な
操

ら
む
　
　
　
　
　
推
量
の
ら
ん

（
　
例
　
）
　
あ
ま
た
に
や
ら
じ
と
や
春
に

ヂ
ア
甘
カ

お
く
れ
て
独
り
咲
く
ら
む

ナ
ド

光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ

ヂ
ア
ヲ
ウ
ゾ

・
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

（
上
位
の
語
）
　
終
止
形
、
ラ
変
活
用
の
連
体
′

形

（
意
．
昧
）
　
人
を
み
て
心
を
知
る
と
、
木

を
見
て
花
を
お
も
ふ
と
、
葦

を
見
て
種
を
疑
ふ
と
の
三
あ

h
ソ

▼
　
有
ら
ん
の
約

い
か
で
良
か
ら
ん

心
知
れ
ら
ん
人

上
の
語
の
終
音
節
と
「
有
り
」

と
の
約
。

其
様
を
言
ひ
す
ゑ
る
語
。
無

生
物
に
（
ア
ル
）
生
物
に
ハ
イ

ル
）
と
口
語
訳
す

作
で
あ
る
。

ま
じ
と
ま
し

（
　
例
　
）

「
あ
ゆ
ひ
抄
」
で
は
所
々
に
そ
の
識
別
の
要
を
説
い
て
い
る
。

（
上
位
の
語
）

濁
　
音

堪
ふ
ま
し
き
明
日
よ
り
後
の

心
地
か
な
（
定
家
）

動
詞
の
終
止
形
、
ラ
変
・
ナ

（
補
　
　
説
）

推
量
の
「
ら
ん
」
は
今
日
現
在
推
量
の
助
動
詞
と
さ
れ
る
。
下

リ
活
用
言
の
連
体
形

（
意
味
用
法
）
　
口
語
訳
（
ソ
モ
ナ
イ
）
（
ハ
ズ

デ
ナ
イ
）
。
「
べ
し
」
の
打
消

の
意
。
他
の
人
・
事
・
物
に

の
み
用
ひ
て
自
分
に
用
ひ
な

い
の
が
「
じ
」
と
異
な
る
。

「
「
ま
し
」
と
紛
は
す
べ
か
ら

ず
」
・

清
　
音
．

桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は

の
ど
け
か
ら
ま
し
（
古
今
）

動
詞
・
辞
の
未
然
形

「
ま
」
文
字
は
「
む
」
の
活

用
じ
た
も
の
。
予
想
し
出
し

た
事
に
正
し
く
向
っ
て
い
ふ

意
。
口
語
訳
（
ウ
モ
ノ
）

段
の
「
ら
ん
」
は
形
容
詞
の
補
助
活
用
、
完
了
の
助
動
詞
と
さ
れ
る
が
、
一

方
に
「
良
く
も
あ
ら
ず
」
が
あ
り
、
古
典
解
釈
に
は
こ
の
例
と
も
同
一
に
扱

う
方
が
都
合
が
よ
い
。

（
補
　
　
説
）

未
然
形
に
つ
く
「
ま
し
」
は
一
般
に
現
在
の
事
実
に
反
す
る
こ

な
・
　
　
　
　
感
動
の
な

（
　
例
　
）
．
「
世
の
中
に
猶
有
明
の
つ
き
な

く
て
や
み
に
ま
と
ふ
を
と
は

ぬ
つ
ら
し
な
（
イ
ナ
ア
）
　
J

（
後
撰
）

（
上
位
の
語
）
　
形
容
詞
の
終
止
形
、
又
辞

（
意
．
－
．
味
）
　
口
語
へ
ナ
ア
）
。
人
に
い
ひ
か

＼
　
　
　
　
　
く
る
詞
な
が
ら
思
ひ
あ
ま
り

て
は
ひ
と
り
ご
と
に
も
い
ふ

⇔
．
清
濁
に
関
す
る
識
別
．
1

禁
止
の
な
・

今
さ
ら
に
山
へ
帰
る
な
、
ほ

と
と
ぎ
す
、
こ
ゑ
の
限
り
は

我
宿
に
鳴
け

動
詞
の
終
止
形

口
語
と
同
じ
。
偏
に
固
く
い

さ
め
た
る
意

と
を
仮
想
す
る
助
動
詞
と
い
う
。
し
か
し
「
む
」
と
同
じ
く
予
想
を
表
わ
す

の
が
本
来
の
意
で
、
「
む
」
　
の
形
容
詞
的
な
派
生
語
と
も
い
わ
れ
る
　
（
浜
田

敦
氏
万
葉
集
大
成
言
語
篇
）
。
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て
と
で
　
　
　
　
　
濁
　
音

（
上
位
の
語
）
　
未
然
形

（
意
　
　
味
）
　
「
ず
て
」
「
ず
し
て
」
と
意
大

同
。
口
語
訳
（
（
ナ
）
イ
デ
）

清
　
音

用
言
・
辞
の
連
用
形
、
ナ
リ

活
用
言
の
「
に
」

口
語
と
同
じ
。
．
意
は
例
へ
は

紙
に
も
の
を
書
き
付
け
た
や

う
に
、
行
為
が
終
っ
て
後
も

そ
の
結
果
が
あ
る
意

は
と
は

心
得
易
い
。
物
を
区
別
し
て
い
う
。
従
っ
て
微
を
問
う
語
と
も
な
っ
た
。
□



語
と
変
ら
な
い
か
ら
例
を
あ
げ
な
い
。

a
　
済
む
「
は
」

（
上
位
の
語
）
l
名
詞
・
副
詞
・
連
体
形
・
連
用
形
，
但
し
、
形
容
詞
の
連
用
形

を
う
け
る
時
叫
㌢
　
口
語
で
は
「
ぱ
」
と
い
う
が
、
歌
で
は
清
ん
で
読
む
。

（
意
　
味
）

（
1
）
　
名
詞
・
副
詞
・
動
詞
の
連
用
形
に
付
く
「
は
」
…
…
口
語
同
じ
。

（
2
）
　
形
容
詞
の
連
用
登
仙
付
く
「
は
」
…
：
口
語
訳
（
ナ
ラ
）
（
ナ
ラ
．
ハ
）
。

例
「
恋
し
く
は
」
傘

（
2
）
　
連
体
形
に
付
く
「
は
」
…
…
口
語
訳
（
ノ
バ
）
。
例
「
い
ふ
は
」

b
　
濁
る
「
は
」
（
ば
）

（
上
位
の
語
）
　
巳
然
形
・
束
然
形
∵

（
意
　
味
）

（
1
）
　
巳
然
形
に
付
く
「
ば
」
…
…
U
語
と
同
じ
。
又
は
（
三
一
ツ
テ
）
（
ト
）

例
「
い
へ
ば
」

（
5
）
一
未
然
形
に
付
く
「
ば
」
…
…
（
ウ
ナ
ラ
．
ハ
）
（
タ
ラ
バ
）
。
例
「
・
い
は

ば
」

皐
（
補
　
説
）
　
「
く
は
」
は
奈
良
朝
や
鎌
倉
室
町
の
資
料
の
「
ク
ワ
」
な
ど
清

音
に
表
記
さ
れ
て
お
り
、
連
用
形
に
係
助
詞
の
付
い
た
も
の
と
考
え
る
説
が

あ
る
（
本
誌
二
十
三
巻
四
号
助
詞
特
集
号
参
照
）
。

肖
．
複
合
助
詞
の
識
別
．

あ
ゆ
ひ
抄
で
は
l
「
継
あ
ゆ
ひ
」
と
し
て
、
．
助
動
詞
や
助
詞
な
ど
辞
の
重
な
っ

た
形
を
多
く
説
く
。
校
合
形
の
意
味
が
、
個
々
の
辞
の
意
味
の
複
合
を
離
れ
て

新
し
い
別
個
の
意
味
を
持
つ
語
に
つ
．
い
て
は
も
と
の
語
と
の
相
違
を
見
分
け
る

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
叫

か
は
．

（
上
位
の
語
）
　
疑
問
の
副
詞
、
．
名
詞
・
辞
・
用
言
の
連
体
形
を
う
け
て
も
、
其

上
に
遠
く
か
近
く
か
に
疑
問
の
副
詞
が
あ
る
。

a
・
口
語
（
カ
バ
）
を
下
の
語
に
廻
し
て
、
（
ゾ
イ
ノ
）
と
つ
け
る
。

意
を
反
し
て
落
着
く
語
（
反
語
）

さ
／
、
花
は
干
草
な
が
ら
に
あ
た
な
れ
て
誰
か
は
入
力
〉
春
を
恨
み
は
て

た
る
（
テ
ア
ル
ゾ
イ
ノ
V

b
．
疑
問
「
か
」
の
意
の
「
か
は
」

詞
の
努
に
よ
り
て
「
か
」
と
よ
む
べ
き
所
を
「
か
は
」
と
よ
め
る
も
あ
り
。

拾
遺
歌
．
「
別
て
ふ
事
は
誰
か
ほ
始
め
け
む
」
の
類
な
り
。

反
語
と
疑
問
と
の
あ
る
こ
と
は
「
や
ほ
」
も
同
様
で
ぁ
る
登
但
し
∴
一
も
に

a
と
b
の
間
に
形
の
上
の
差
別
が
あ
げ
て
な
い
。

も
ぞ

（
上
位
の
語
）
　
名
詞
・
副
詞
・
辞
・
連
体
形
・
連
用
形
。

「
ぞ
」
を
め
ぐ
ら
し
て
下
に
（
ウ
ニ
）
又
は
（
ヮ
ロ
イ
ニ
）
と
つ
け
て
心
得

べ
当

｝
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
は
i
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
（
ナ
ド

モ
）
も
ぞ
す
る
（
レ
．
ハ
ヮ
ル
イ
ニ
）

稜
の
「
も
こ
そ
」
と
い
ふ
よ
り
は
詞
の
勢
は
急
な
る
ゆ
ゑ
に
や
多
く
は
上
に

「
ば
」
と
あ
ら
ま
し
て
よ
め
り
。

こ
の
「
も
ぞ
」
に
つ
い
て
は
詞
の
玉
緒
に
詳
し
い
。

a
　
こ
れ
は
行
末
を
か
ね
て
お
し
は
か
り
て
あ
や
ぶ
む
意
の
て
に
を
は
也
。

つ
ね
の
「
ぞ
」
と
一
つ
な
が
ら
意
は
変
る
也
。
結
び
は
常
の
「
ぞ
」
に
同

じ
。
但
し
「
ん
」
と
結
べ
る
例
は
な
し
。
「
せ
ん
」
な
ど
い
ふ
べ
き
所
を

も
「
す
る
」
．
と
や
う
に
結
び
た
り
。

b
　
ま
た
、

立
て
思
ひ
居
も
ぞ
思
ふ
。
紅
の
あ
か
も
垂
咋
（
万
「
す
そ
」
）
ひ
き
い

に
し
姿
を
（
所
動
十
四
∵
万
十
一
）

こ
れ
は
た
だ
「
も
」
の
重
な
り
た
を
の
み
に
て
常
の
「
ぞ
」
と
同
意
也
。

上
の
裾
と
は
田
芸
。
、
蔓
賃
は
此
て
に
を
は
猶
こ
れ
告
あ
。
。
古
今

′

－
．
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鯨
よ
り
こ
な
た
に
は
批
掛
は
見
え
デ

と
あ
っ
て
時
代
に
よ
っ
て
区
別
で
き
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
か

も
こ
そ

玉
緒
で
は
、
①
行
末
を
お
し
ほ
か
り
て
あ
や
ぶ
む
意
の
辞
、
㊥
文
同
じ
こ
と

な
が
ら
あ
や
ぶ
む
意
な
し
、
㊥
た
だ
常
の
「
こ
そ
」
の
上
に
「
も
」
の
添
っ
た

も
の
、
の
三
種
を
あ
げ
て
い
る
。
あ
ゆ
ひ
抄
で
も
、

a
　
「
も
や
し
と
同
じ
、
今
す
こ
し
推
し
あ
て
た
る
意
あ
り
。
「
こ
そ
」
を

l
　
め
ぐ
ら
し
て
（
何
ト
モ
何
ウ
コ
ト
ヂ
ヤ
ニ
）
と
訳
す
。

・
人
の
う
へ
の
事
と
し
い
へ
は
知
ら
ぬ
か
な
君
も
恋
ひ
す
る
折
も
（
ナ
ド

モ
）
こ
そ
あ
れ
（
ラ
ウ
コ
・
ト
ヂ
ャ
ニ
）

b
　
「
相
対
す
る
」
意
。
敷
け
様
は
a
と
同
じ
。
歌
の
意
よ
り
分
か
つ
べ

し
。
「
か
か
る
事
も
あ
る
に
」
と
む
か
へ
て
い
ふ
。

玉
ぽ
こ
の
遠
道
も
こ
そ
人
は
ゆ
け
（
ク
コ
ト
ヂ
ヤ
ニ
）
な
ど
時
の
ま
4

1
み
ね
は
恋
し
き

C
・
「
さ
も
こ
そ
何
め
J
な
ど
い
l
ふ
時
、
心
得
て
（
ソ
レ
コ
ソ
何
モ
ア
ラ
ウ

ズ
レ
）
と
い
ふ
。

こ
の
外
「
も
や
」
に
も
同
意
が
あ
り
、
こ
の
三
つ
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
・

「
も
や
」
「
も
ぞ
」
「
も
こ
そ
」
三
つ
の
層
、
大
体
似
た
る
内
に
、
「
も
や
」

「
も
ぞ
」
、
の
三
つ
ほ
お
し
は
か
り
た
る
心
を
の
み
よ
め
り
。
但
「
も
や
」

は
願
ひ
鼠
は
ぬ
予
想
に
亘
り
て
よ
め
り
、
「
も
ぞ
」
は
専
ら
顧
ほ
し
か
ら

ず
ゆ
ゆ
し
き
予
想
を
よ
む
に
や
。
「
も
こ
そ
」
ほ
右
二
の
心
に
も
か
よ
ひ
、

・
b
C
な
ど
は
予
想
な
ら
ぬ
意
を
も
い
へ
り
。

と
相
違
を
あ
げ
て
い
る
。

輪
　
接
尾
語
の
識
別

あ
ゆ
ひ
抄
に
ほ
い
わ
ゆ
る
接
尾
語
の
類
を
「
隊
（
ツ
ラ
）
」
と
し
て
五
分
短

の
一
に
あ
げ
て
、
そ
の
用
法
・
意
味
を
説
く
。
接
尾
語
は
造
語
要
素
と
し
て
晶

繭
論
で
は
対
象
外
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
意
味
を
有
す
る
こ

と
撃
跡
許
，
助
軌
許
や
形
告
甲
と
変
り
な
く
▼
古
典
解
釈
に
は
そ
れ
ら
望
愚

昧
を
把
む
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
．
あ
ゆ
ひ
抄
で
識
別
に
関
し
て
坂
り
上
げ
て
い

る
の
は
、
自
立
語
と
の
識
別
、
接
尾
語
問
の
そ
れ
で
あ
る
。

1

－

ふ

T

1

－

み

a
　
水
火
（
反
対
語
）
の
「
み
」

神
無
月
降
り
み
（
ダ
リ
）
降
ら
ず
み
．
（
ク
リ
）
（
後
撰
）

b
　
「
を
1
み
」
の
「
み
」

人
ご
と
を
茂
み
こ
ち
た
み
（
万
葉
）

a
　
（
上
位
の
語
）
反
対
語
で
皆
連
用
形
、
但
し
歌
に
は
「
下
の
何
」
は
「
…

…
ず
み
」
と
受
け
た
る
ぞ
多
き
。
口
語
訳
（
ク
リ
…
…
ク
リ
）
。

b
　
万
葉
に
「
人
ご
と
を
茂
み
こ
ち
た
み
」
と
よ
み
た
る
は
こ
れ
に
似
た
れ
ど

反
対
語
な
ら
ね
ば
比
の
「
み
」
に
あ
ら
ず
。
（
何
が
何
サ
ニ
）
の
重
な
れ
る

も
の
。

－
　
げ

（
上
位
の
語
）
　
連
用
形
・
ク
活
用
の
終
止
形
・
シ
ク
活
用
の
語
幹
。

（
意
　
味
）
　
口
語
訳
（
サ
ウ
）
。
所
に
よ
っ
て
（
サ
ウ
ニ
）
と
も
。
他
の
．
人
・

物
・
事
の
上
を
み
て
、
推
測
し
て
い
ふ
語
。

折
と
ら
は
惜
し
げ
（
サ
ウ
）
に
も
あ
る
か
、
桜
花
（
古
今
）

（
識
　
別
）

◎
名
詞
に
付
い
て
「
人
げ
」
「
物
げ
」
な
ど
い
ひ
、
連
体
形
に
付
い
て
「
近
か

ら
ぬ
け
（
清
音
）
の
う
と
き
な
り
け
り
」
な
ど
よ
む
ほ
名
詞
で
辞
に
あ
ら

ず
。

◎
（
サ
ウ
ニ
）
は
「
．
へ
し
」
の
訳
語
と
同
じ
。
「
べ
L
L
は
重
く
「
げ
」
は
狂

い
の
差
が
あ
る
。

◎
「
何
が
は
」
と
似
た
れ
ど
、
「
げ
」
は
自
然
に
そ
の
梯
子
に
見
え
る
を
い

ひ
、
「
か
ほ
」
ほ
心
を
息
は
せ
て
様
子
を
作
る
を
い
ふ
。

－
　
も
て
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（
上
位
の
語
）
　
名
詞
・
連
用
形
等

（
貴
　
別
）
一
．

（
1
）
名
詞
に
付
く
…
…
「
持
字
の
告
㌢
以
字
の
巨
に
通
へ
り
・
．
大
方
「
し

て
」
に
変
ら
ず
．
口
語
（
ヂ
）
と
い
ふ
。

は
ち
す
菜
の
に
ご
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
（
ヂ
）
ノ
何
か
は
霞
を
玉
と
あ
ざ

む
く
（
拾
遺
）

（
2
）
連
用
形
に
付
く
…
…
将
の
字
の
志
太
通
ふ
。
口
語
同
じ
。
又
（
テ
．
）
と

ー

も
い
ふ
．霞

さ
む
み
う
ら
か
れ
も
て
（
テ
．
）
く
歌
の
野
に
（
千
載
）

（
注
）
　
原
文
に
は
京
阪
方
言
の
モ
プ
チ
が
あ
て
て
あ
る
。

「
あ
ゆ
ひ
抄
」
の
方
法
の
検
討

解
釈
の
前
提
と
し
て
、
語
の
識
別
に
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
が
取
っ
た
方
法
は
、
語

の
承
接
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
右
に
抄
出
し
た
諸
例
か
ら
も
分
る
。
そ
の
所
説

昼
部
分
的
に
は
そ
の
後
今
日
に
至
る
三
し
の
詳
細
た
新
し
い
研
究
に
よ
っ
て
補

訂
を
要
す
る
も
の
も
あ
ろ
シ
が
、
大
網
に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
の
は
、
承
接

に
よ
る
方
法
が
今
日
に
も
通
ず
る
妥
当
な
方
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

承
接
の
相
違
を
考
慮
す
る
こ
と
は
国
語
に
お
け
る
辞
の
性
質
か
ら
考
え
て
本

質
的
な
事
柄
で
漕
・
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
当
然
上
位
語
の
性
質
が
問
わ
れ

る
こ
ど
に
な
る
・
成
章
に
は
、
別
に
名
（
名
詞
）
・
か
ざ
し
（
副
詞
㍉
接
続
詞
・

感
動
詞
・
代
名
詞
・
接
頭
語
・
辞
を
含
む
複
合
語
）
・
よ
そ
ひ
（
用
言
）
の
用

意
が
あ
る
・
よ
そ
ひ
に
は
活
用
に
よ
る
接
続
面
の
相
違
を
も
重
視
し
J
摺
用
形
・

活
用
乳
式
の
相
違
に
基
ぐ
下
位
分
類
も
考
え
て
い
る
。
よ
．
そ
ひ
に
つ
い
て
述
べ

た
ま
う
「
よ
そ
ひ
抄
」
の
内
容
は
今
日
で
は
知
り
難
い
が
、
活
用
一
覧
表
と

も
い
う
べ
き
「
よ
そ
ひ
図
」
で
大
要
は
分
る
。
か
ざ
し
ほ
「
か
ざ
し
抄
」
で
内

容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
か
ざ
し
抄
」
に
含
ま
れ
る
語
の
説
明
に
お
い
て

吋
料
列
は
辞
書
式
に
五
十
音
順
で
あ
り
ー
多
義
に
互
急
芸
の
説
明
も
辞
書

的
で
あ
っ
て
、
か
の
「
あ
ひ
ゆ
」
を
接
続
語
の
相
違
・
活
用
の
有
無
に
よ
っ
て

五
つ
に
下
位
分
類
し
た
の
と
く
ら
べ
て
極
め
て
横
械
的
で
あ
り
、
意
味
の
相
違

に
文
法
的
な
識
別
が
で
き
て
い
な
い
。
例
え
ば
．

一
風
言
例
あ
り
。
い
づ
れ
も
口
語
訳
し
て
も
又
と
い
ひ
な
ら
へ
。
。
．
一
例

又
、
ほ
か
に
の
恵
（
例
歌
略
）

二
例
ふ
た
た
び
の
意
（
例
歌
略
）

一
山
図
一
四
例
あ
。
。
一
例
は
必
ず
「
今
い
く
か
」
「
今
ひ
と
た
び
」
な
ど
、
数

の
文
字
に
ら
つ
き
た
る
時
、
口
語
に
「
い
」
を
つ
づ
め
て
「
ま
」
と

い
ふ
・
文
に
「
今
す
こ
し
」
と
い
ふ
も
比
例
な
り
（
例
歌
略
）
。
二

例
ハ
、
口
語
に
（
ヤ
ガ
テ
）
（
オ
シ
㌢
ケ
）
と
い
ふ
1
極
め
て
ほ
ど

な
き
を
は
ハ
イ
ソ
マ
）
（
タ
ダ
イ
マ
ノ
マ
一
）
と
も
．
い
ふ
（
例
歌
略
）
。

三
例
ハ
、
口
語
同
じ
。
又
（
タ
ヾ
今
）
な
ど
い
ふ
に
お
な
じ
。
但
思

ひ
や
り
た
る
心
の
う
た
を
は
、
口
語
に
ハ
イ
マ
ゴ
ロ
）
と
い
ふ
に
あ

て
ゝ
心
得
べ
し
（
例
歌
唱
）
。
四
例
ハ
　
（
今
コ
リ
）
と
い
ふ
べ
き
を

（
今
）
と
つ
づ
め
た
る
也
∵
口
語
に
（
コ
レ
カ
ヲ
）
一
と
い
ふ
（
例
歌

下
略
）
。

の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
か
ざ
し
」
を
下
位
分
現
し
て
、
今
日
の
よ
う
な
接
続
詞
・

感
動
詞
等
と
す
る
こ
と
も
、
辞
の
承
接
か
ら
は
意
味
が
少
な
い
。
「
名
」
に
つ

い
て
の
富
は
知
ら
な
い
。
凡
そ
名
詞
・
副
詞
等
、
用
言
は
、
そ
の
語
自
身
の
各
．

々
意
味
と
、
い
わ
ゆ
る
文
法
的
な
役
割
（
語
論
と
し
て
上
り
も
文
節
論
的
な
も

の
、
活
用
は
文
節
構
成
の
た
め
．
の
語
形
変
化
）
か
ら
生
ず
る
意
味
と
が
あ
ろ

う
・
し
か
し
解
釈
に
当
っ
て
「
語
」
と
し
て
の
文
法
的
な
識
別
は
辞
ほ
ど
有
用

と
も
思
え
な
い
。
・
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
の
．
「
お
ほ
む
ね
」
に
は
、
l
い
わ
ゆ
る
品
詞
の

転
成
に
関
し
て
、
動
詞
の
連
用
形
の
名
詞
法
を
「
き
し
か
た
名
」
と
述
べ
、
ま

た
「
か
ざ
し
」
が
名
詞
∵
用
言
・
辞
に
通
う
こ
と
を
説
き
、

よ
そ
ひ
（
用
言
）
・
あ
ゆ
ひ
（
辞
）
に
通
ふ
は
し
る
く
心
得
ら
る
れ
は
い
ふ

に
及
ば
ず
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′
l

と
い
っ
て
い
る
。
一
．
方
、
∵
辞
そ
の
も
の
へ
の
関
心
、
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず

同
音
の
辞
の
多
義
を
識
別
す
る
こ
と
、
同
義
語
と
の
識
別
に
あ
っ
た
。
大
概
抄

の
「
や
」
に
十
品
を
た
て
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
網
引
綱
の
説
き
方
等
に
も

明
ら
か
で
あ
る
。
・
成
章
は
、
ニ
」
れ
ら
を
整
理
し
分
頸
し
た
。
こ
こ
う
し
て
お
く
方

が
常
に
解
釈
・
作
歌
の
実
用
の
場
に
利
用
す
る
の
に
便
が
多
い
。
．
成
章
は
承
接

と
活
用
（
辞
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
）
と
よ
り
大
別
し
、
更
に
意
味
合
の
同

じ
も
の
か
否
か
に
、
よ
っ
て
五
分
類
し
、

意
味
吼
姓
て
い
る
…
墾
㌻
煩
）

も
の

名
詞
を
う
け
る
…
（
活
用
が
な
い
）

璃
詞
つ
け
な
…
一

活
用
が
あ
る

活
用
が
な
い

辞

監

霊

綾

等

：

禦

十

九

讐

L
r
モ

判
断
を
あ
ら
わ
す
…
倫
（
六
頸
）

「
活
用
が
あ
る
」
辞
…
身
（
十
二
煩
）
・

（
右
二
つ
に
似
て
…
射
（
八
哲

い
る
）

と
組
織
づ
け
て
い
る
。
（
1
）
屈
と
（
2
）
宏
は
今
日
の
助
詞
に
当
り
、
そ
の
う

ち
一
（
1
）
属
は
、
「
心
を
と
り
て
す
べ
た
」
も
の
で
意
味
の
似
て
い
る
語
で
あ

る
。
五
つ
に
分
け
、

味
－
、
疑
「
、
顧
－
1
1
誹
－
、
禁
－
1
－

と
す
る
。
そ
の
多
く
は
文
末
に
あ
る
か
、
ま
た
は
文
中
に
も
あ
る
が
、
文
末
に

も
あ
る
辞
で
あ
る
。
「
誹
属
」
は
動
詞
の
命
令
形
に
当
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
は
文

表
現
の
相
違
に
与
る
も
の
と
し
て
大
切
な
辞
と
私
は
考
え
る
。
（
2
）
家
は
右

以
外
の
助
詞
で
、
い
わ
ば
文
中
に
あ
っ
て
語
と
語
と
の
関
係
l
　
や
意
味
を
添
え
る

助
詞
で
あ
る
。

・
ぞ
1
（
こ
そ
を
含
む
）
、
を
　
ー
　
（
を
・
も
の
を
）
、
は
　
－
　
へ
ば
も
含

む
）
、
も
1
（
も
ぞ
・
も
や
・
も
こ
そ
・
ま
九
・
為
を
含
む
）
、
に
　
ー

（
に
て
・
に
し
て
を
含
む
）
、
と
　
－
　
（
て
ノ
ふ
・
と
も
・
と
す
を
含
む
）
、
し

ー
　
（
し
ぞ
・
L
も
・
し
こ
そ
等
を
含
む
）
、
の
　
ー
　
（
が
を
含
む
）
‥
へ

ー
、
ら
　
－
、
の
み
ー
ー
（
は
．
か
り
・
ま
で
を
含
む
）
、
だ
に
　
－
　
（
す

ら
、
さ
へ
を
含
む
）
、
よ
り
　
ー
　
（
か
ら
・
ゆ
ゑ
等
を
含
む
）
、
な
ん
　
－
、

ご
と
－
、
も
て
　
ー
　
（
し
て
を
含
む
）
、
が
ほ
　
－
、
な
が
ら
－
つ
（
ま

ま
を
含
む
）
、
が
て
ら
　
ー

の
十
九
煩
で
あ
る
。
（
3
）
倫
と
（
4
）
身
と
は
助
動
詞
に
当
る
。
そ
の
う
ち

（
3
）
伶
は
「
こ
と
は
り
」
に
よ
っ
て
集
め
た
も
の
で
、
「
判
断
」
を
あ
ら
わ

す
助
動
詞
で
あ
る
。
六
つ
に
分
け
、

可
1
、
不
1
、
将
　
－
、
宥
　
－
、
去
　
－
、
来
－
－
－

と
す
る
。
（
4
）
は
倫
と
大
差
な
く
、
活
用
す
る
点
で
（
3
）
以
外
の
も
の
を

集
め
た
ら
し
い
。

て
、
し
、
め
り
、
な
り
、
ゆ
く
、
あ
ふ
、
や
る
、
か
ね
、

る
（
ら
る
）
、
す
、
ご
と
、

の
八
頴
で
あ
る
。
「
る
（
ら
る
）
」
「
す
」
「
ご
と
し
」
は
次
の
「
隊
（
接
尾
語
）
」

に
最
も
近
く
、
「
る
（
ら
る
）
」
に
つ
い
て
は
、
上
の
語
と
一
指
に
し
て
全
体
を

「
る
・
れ
」
と
活
用
す
る
用
言
と
見
る
よ
う
述
べ
て
い
る
。
（
5
）
隊
は
今
日

の
接
尾
語
に
当
る
。
．
し
か
し
解
釈
上
大
切
な
こ
と
は
他
の
群
と
同
じ
と
見
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
複
合
助
詞
等
を
「
掟
あ
ゆ
ひ
し
と
し
て
重
り

上
げ
、
「
か
も
、
か
や
、
か
は
∵
や
は
、
も
の
を
、
も
の
ゆ
ゑ
、
も
の
か
ら
、

ヽ

　

ヽ

も
や
、
も
こ
そ
、
と
す
、
．
せ
ば
」
な
ど
を
他
の
辞
と
同
様
に
重
複
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
稲
沢
に
当
っ
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
そ
の
各
々
の
助
詞
の
意
味

が
そ
の
校
合
に
よ
っ
て
第
三
の
荊
し
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
成

葦
の
こ
の
詳
細
な
組
鎧
的
な
分
頴
け
㌢
　
こ
れ
か
ら
の
「
解
釈
の
た
め
の
文
法
」

を
考
え
る
上
に
必
ず
や
有
用
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
。
し
か
も
大
事
な
こ
と
は
、

こ
の
分
頴
の
折
本
に
塗
．
解
釈
に
お
い
て
「
紐
は
す
べ
か
ら
ず
」
の
語
の
昌
別

に
対
す
る
要
諦
が
有
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
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あ
ゆ
ひ
抄
で
は
、
簑
別
の
方
法
と
し
て
他
に
、
詔
が
文
中
に
あ
る
か
、
文
末

に
あ
る
か
の
点
も
考
庄
し
て
い
る
。
「
か
ざ
し
、
あ
ゆ
ひ
し
の
名
の
由
夫
を
考
え

て
も
、
こ
の
号
定
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
「
は
か
り
」
に
「
末

ば
か
り
」
と
「
中
ば
か
り
」
を
い
い
、
「
中
の
や
し
を
持
示
す
る
の
票
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
方
法
に
お
い
て
は
宣
長
の
研
究
の
方
に
大
き
な
成
果
が
あ
が
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
中
世
以
来
、
語
が
文
中
に
あ
る
か
文
末
に
あ
る
か
は
、
続

く
語
か
切
れ
る
語
か
と
う
．
ら
は
ら
で
あ
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
初
め
か
ら
問

わ
れ
た
。
大
技
鯵
で
切
字
を
注
意
し
、
網
引
網
に
ほ
、
ノ

て
に
は
の
義
、
数
晶
あ
る
や
う
な
れ
ど
も
、
所
詮
は
切
と
銃
と
の
二
つ
也
。

文
章
に
句
読
あ
る
が
如
し
。
句
読
を
弁
ふ
れ
は
そ
の
理
よ
く
明
ら
か
也
。

と
導
へ
、
宣
長
の
係
り
結
び
の
研
究
も
こ
の
流
れ
の
上
に
開
花
し
た
。

古
典
の
読
解
に
当
り
て
、
文
の
終
止
を
見
つ
け
て
句
点
「
・
」
を
さ
す
こ
も

は
ま
ず
第
一
に
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
係
り
結
び
し
の
研
究
は
、
こ
の
切
れ

の
両
で
の
考
察
の
雄
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
詞
の
玉
緒
で
「
と
し
に
つ
い

て
、「

と
し
は
す
べ
て
切
る
る
語
を
つ
づ
く
る
て
に
を
は
也
。
さ
る
故
に
、
上
の

て
に
を
は
の
と
と
の
ひ
は
、
大
か
た
「
と
し
よ
ケ
下
へ
は
及
ば
ざ
る
也

と
い
っ
て
い
る
。
（
万
葉
集
に
「
秋
萩
を
妻
ど
ふ
鹿
こ
そ
一
子
に
子
持
有
（
コ
モ

チ
リ
）
跡
五
十
戸
（
ト
イ
へ
）
九
・
一
七
九
〇
」
と
「
こ
そ
し
の
結
び
が
「
ど
」

を
通
し
て
「
い
へ
し
の
方
に
行
っ
て
い
る
（
佐
伯
梅
友
博
士
、
国
語
史
上
古
君
）

の
は
例
外
で
珍
し
い
と
さ
れ
る
、
が
考
え
方
に
諸
説
も
あ
る
。
（
本
誌
、
二
十
三

巻
四
号
助
詞
特
集
号
「
こ
そ
」
参
照
）
）

「
と
」
ほ
続
く
性
質
の
語
と
し
て
ほ
大
切
な
も
の
で
、
そ
の
見
き
わ
め
は
解

釈
の
上
か
ら
も
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
特
に
、
会
話
・
心
話
・
引
用
句
等
を

承
け
る
場
合
ほ
、
一
度
切
れ
た
も
の
を
包
ん
で
更
に
下
に
続
け
る
。
し
た
が
つ
．

て
「
な
ど
」
と
共
に
、
読
解
に
当
っ
て
は
文
の
終
止
の
見
分
け
に
次
い
で
考
慮

さ
れ
る
辞
で
あ
る
。
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
で
も
、
．

詞
の
さ
し
つ
づ
く
を
、
中
に
隔
て
て
明
す
語
也
。
た
と
へ
ば
人
の
詞
と
自
ら

の
詞
、
又
は
名
と
名
、
事
と
事
、
又
は
名
と
事
、
歌
と
詞
な
ど
な
り
、
．
此
ゆ

ゑ
に
、
つ
ね
寵
中
に
の
み
あ
る
詞
也
。
よ
一
み
つ
め
（
文
末
）
に
あ
り
と
も
、

中
に
あ
り
と
も
中
に
．
あ
る
心
に
め
ぐ
ら
し
て
心
得
べ
し
（
巻
二
、
と
家
）
・

と
説
い
て
い
る
．

詞
の
五
指
に
見
え
る
語
の
識
別
に
は
、
多
く
こ
の
語
の
切
れ
続
き
と
い
う
方

法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
語
の
承
接
に
つ
い
て
は
考
慮
が
少
な
い
。
例
え
ば
、

ば．や
天
の
川
紅
葉
を
橋
に
わ
た
せ
叫
刊
た
な
は
た
つ
め
の
秋
を
L
も
待
可

（
古
今
、
四
）

右
の
如
く
な
る
「
は
や
し
は
み
l
な
、
「
ぱ
に
や
し
と
い
ふ
意
也
。
ま
た
「

く
れ
な
ゐ
に
L
を
れ
し
袖
も
く
ち
ほ
て
ぬ
。
あ
ら
ぼ
や
人
に
色
も
見
す
べ

割
　
（
千
輿
十
二
）

右
の
如
く
な
る
「
は
や
し
は
「
や
」
文
字
を
下
の
語
の
切
る
る
所
へ
う

っ
し
て
、
「
か
し
に
か
へ
て
見
れ
ば
よ
く
閲
ゆ
る
也
。
（
巻
四
、
ぼ
や
）

ぼ
や
　
こ
れ
は
か
く
あ
ら
ま
ほ
し
と
国
ふ
辞
也
。

さ
月
こ
ば
な
き
も
ふ
り
な
ん
郭
公
ま
だ
し
き
ほ
ど
の
声
を
閲
か
呵
刊

（
古
今
、
三
）

右
条
々
「
雑
の
や
」
な
り
。
い
づ
れ
も
切
る
る
故
に
下
の
結
び
に
は
か

か
は
ら
ず

で
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
れ
ば
語
の
識
別
に
当
っ
て
重
要
な
知
識
を

提
供
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
一
、
二
を
引
く
。

古
今
集
春
上
の
、

一
．
山
た
か
み
人
も
す
さ
め
叫
さ
く
ら
花

こ
と
な
ら
は
さ
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
さ
く
ら
花

の
二
首
で
リ
「
ぬ
」
は
と
も
に
打
消
で
同
一
語
で
あ
る
が
、
「
す
さ
め
ぬ
」
は
桜

花
へ
続
き
二
や
ほ
あ
ら
ぬ
」
は
、
上
に
「
や
し
．
と
あ
る
か
ら
、
切
れ
て
．
そ
の

－1．
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結
び
と
な
っ
て
い
る
（
巻
一
）
と
説
い
て
．
い
る
。
こ
の
区
別
を
弁
ま
え
な
い
と

文
意
を
把
握
し
損
う
こ
と
た
な
る
、
と
は
解
釈
に
当
っ
て
屡
々
注
意
さ
れ
る
。

こ
れ
は
「
連
体
修
飾
文
節
の
中
に
は
係
助
詞
は
存
し
な
い
」
と
い
う
文
節
の
問

題
に
も
発
展
す
る
。

ま
た
、
切
れ
る
語
に
つ
い
て
み
て
も
、

紀
の
国
の
し
ら
ら
の
浜
に
捨
ふ
て
ふ
こ
の
石
こ
そ
は
い
ほ
ほ
と
も
な
れ
。

（
紫
式
部
日
記
）

を
「
紀
伊
の
国
の
自
良
の
浜
で
拾
ふ
と
い
ふ
こ
の
小
石
こ
そ
は
や
が
て
は
大
き

な
巌
と
も
村
山
出
」
（
全
釈
）
と
命
令
に
解
し
た
ら
誤
で
あ
る
。
玉
緒
に
「
凰

可
・
珂
叫
な
ど
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
、
上
に
引
刊
な
き
と
き
は
仰
す
る
（
命
令
）
辞

な
る
を
、
・
こ
l
判
と
い
へ
は
仰
す
る
辞
に
．
な
ら
ず
」
（
巻
五
）
と
説
く
。
「
こ
そ
」

『
「
は
」
と
七
も
に
下
に
つ
づ
い
て
お
り
、
「
な
れ
」
は
そ
の
巳
然
形
の
結
び

で
あ
る
か
ら
、
「
こ
の
石
は
巌
と
も
な
る
」
の
強
調
文
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

こ
れ
を
広
く
一
般
の
文
表
現
か
ら
帰
納
し
て
「
命
令
文
に
は
係
結
び
は
存
し
な

い
」
と
い
う
文
表
現
の
種
顆
と
の
関
係
に
も
発
展
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、

一
日
、
さ
き
追
ひ
て
渡
る
草
の
侍
り
L
を
、
〔
廉
越
し
に
〕
の
ぞ
き
て
、
童
べ

の
急
ぎ
て
（
童
）
「
右
近
の
君
こ
そ
。
ま
づ
、
物
見
給
へ
。
中
将
殴
こ
そ
、
こ

れ
よ
り
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
」
と
い
へ
ば
、
又
、
よ
ろ
し
き
大
人
田
で
来
て

l
（
源
氏
、
夕
疏
）

の
「
ま
づ
、
物
見
給
へ
」
は
童
が
相
手
に
対
し
て
命
令
表
現
を
し
た
語
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
上
の
「
右
近
の
君
こ
そ
」
は
係
助
詞
「
こ
そ
」
で
な
く
、
呼
び
か

け
の
辞
と
し
て
そ
こ
で
切
れ
て
い
る
。
す
ぐ
下
の
「
中
将
殿
こ
そ
」
は
下
に
続

き
「
渡
り
給
ひ
ぬ
れ
」
で
切
れ
る
強
調
の
係
助
詞
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、

現
に
は
達
ふ
よ
し
も
な
し
ぬ
ば
玉
の
夜
の
夢
に
を
つ
ぎ
て
見
え
許
曾

（
万
五
ノ
八
〇
七
）

は
、
切
れ
る
語
で
あ
っ
て
、
詞
の
玉
緒
に
「
こ
そ
と
い
ふ
の
は
綴
ふ
辞
な
る
を
」

．
「
伊
勢
物
語
の
歌
に
秋
風
ふ
く
と
雁
に
つ
ぎ
自
嘲
と
あ
る
こ
l
嘲
ほ
此
d
利
の
戻

れ
る
に
て
、
同
意
な
り
」
「
ち
り
こ
す
な
ゆ
め
」
「
こ
そ
な
と
い
へ
l
ば
ま
た
勿
れ

と
厩
ふ
意
に
な
る
な
り
」
な
ど
説
く
辞
で
あ
る
（
朝
山
信
弥
氏
「
希
求
の
助
詞

「
こ
そ
」
の
致
し
国
語
国
文
一
〇
ノ
一
に
諭
あ
り
）
。

し
か
し
．
、
単
に
切
れ
、
続
き
を
識
別
す
る
だ
け
で
は
解
釈
に
は
不
十
分
で
あ

ろ
う
。祭

の
こ
ろ
．
は
な
べ
て
今
め
か
し
う
見
ゆ
る
に
や
あ
ら
む
あ
や
し
き
中
家
の
半

音
も
、
英
な
ど
か
ざ
し
て
心
ち
よ
げ
な
り
。

（
提
中
納
言
物
語
、
．
ほ
ど
！
＼
の
懸
想
）

こ
の
丈
で
、
「
見
ゆ
る
や
あ
ら
む
」
の
「
む
」
は
、
下
へ
続
く
語
で
な
く
、
「
や
し

の
結
び
と
し
て
切
れ
て
い
る
。
し
か
し
意
味
上
は
下
の
「
…
心
ち
よ
げ
な
り
」

の
理
由
に
な
っ
て
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

祭
の
こ
ろ
は
、
…
…
半
蔀
も
…
…
心
ち
よ
げ
な
り
。

の
文
の
中
に
、
挿
入
さ
れ
た
句
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
二
す
べ
て
今
め
か

し
う
見
ゆ
る
に
や
あ
ら
む
し
等
の
語
群
が
、
他
の
語
群
に
対
し
て
果
す
役
割
を

考
え
る
必
要
が
あ
り
、
続
く
語
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ
に
続
く
か
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る

生
ひ
先
な
く
、
ま
め
や
か
に
、
え
せ
幸
な
ど
見
て
居
た
ら
む
人
は
、
．
い
ぶ
せ

く
あ
な
づ
ら
は
し
く
思
ひ
や
ら
れ
て
、
清
さ
り
ね
べ
か
ら
む
人
の
女
な
ど
は
、

さ
し
交
ら
は
せ
、
世
の
有
様
も
見
せ
な
ら
は
さ
ま
ほ
し
う
、
内
侍
の
す
け
な

ど
に
て
、
暫
し
も
あ
ら
せ
ぼ
や
と
こ
そ
覚
ゆ
れ
。

ユ
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
草
子
、
生
ひ
先
な
く
）

の
中
で
切
れ
る
語
は
「
こ
そ
」
の
結
び
「
覚
ゆ
れ
」
と
「
と
し
の
上
の
「
は
や
」

で
、
他
は
続
く
語
で
あ
る
．
「
は
や
し
は
疏
い
で
あ
る
こ
と
が
分
り
、
他
語
の
意

味
も
辞
書
の
援
用
等
で
把
握
で
き
た
と
し
て
も
、
続
く
語
乃
至
そ
れ
を
含
む
文

節
の
続
く
承
け
る
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
文
意
を
掴
め
な
い
。
例

え
は
次
の
ご
と
く
、

論語つ立役に釈解典古（
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思
ひ
や
ら
れ
　
　
て

↓い
ぶ
せ
〈

あ
な
づ
ら
は
し
〈

か
ら
む
　
　
人
の
女
な
ど
は
　
　
覚
ゆ
九
。

↓

A

「

さ

し

交

ら

は

せ

．

・

　

　

　

　

　

　

「

A

」

と

こ

そ

世
の
有
管
見
昌
一
は
さ
言
し
つ

内
侍
の
す
け
な
ど
に
て
　
有
ら
せ
ぼ
や
」

↓
暫
七
も

語
の
切
れ
誓
這
、
そ
れ
を
含
む
語
よ
り
更
に
大
き
な
単
位
の
関
係
を
考
え

る
こ
と
に
発
展
し
、
そ
れ
ら
の
関
係
の
頸
型
を
考
慮
し
て
、
例
え
ば
主
語
と
述

語
の
関
係
、
修
飾
語
上
さ
れ
る
語
と
の
関
係
、
独
立
の
語
等
々
と
整
理
さ
れ
、

組
織
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
文
意
が
詳
し
く
正
し
く
把
握
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
典
解
釈
に
は
、
「
語
」
の
文
法
的
な
識
別
は
解
釈
の
基

投
的
な
操
作
で
あ
り
、
語
意
の
把
握
を
よ
り
経
済
的
に
正
確
に
す
る
も
の
で
は

ぁ
る
が
、
も
う
；
大
き
な
単
位
」
例
え
は
文
節
等
に
よ
る
関
係
に
裏
付
け
さ

れ
て
は
じ
め
て
生
き
て
く
る
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
自
身
は
、
古
典
解
釈
の
万
能

賽
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
佐
伯
梅
友
博
士
が
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

文
法
で
考
え
る
こ
と
を
前
述
の
よ
う
に
、
H
単
語
諭
、
⇔
文
節
論
、
⇔
文
論

の
三
つ
と
し
た
場
合
、
古
典
解
釈
に
鳥
．
つ
と
も
重
く
は
た
ら
く
の
は
こ
の
う

ち
の
l
ど
れ
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
事
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
そ
れ

は
⇔
の
文
節
論
だ
と
考
え
る
。
も
ろ
ろ
ん
文
法
自
身
を
研
究
の
対
象
と
す
る

場
合
に
H
の
単
語
論
を
他
よ
り
も
軽
く
見
る
と
い
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
は

ず
で
・
ぁ
る
が
、
今
は
古
典
解
釈
の
た
め
と
い
う
条
件
の
も
と
に
考
え
て
い
る

の
で
ぁ
㌢
六
日
本
文
法
講
座
、
解
療
文
法
）

と
説
か
れ
る
立
場
に
共
鳴
し
た
い
の
で
あ
る
。

中
世
の
古
典
解
釈
の
た
め
に

「
あ
ゆ
ひ
抄
」
が
対
象
と
し
た
資
料
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
で
あ
る
・
「
詞

の
玉
指
し
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
時
代
に
よ
む
差
や
位
相
に
よ
る
相
違
に

考
慮
し
た
こ
と
は
所
々
に
窺
え
る
。
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
が
時
代
別
を
し
六
運
を
立

て
、
上
代
語
と
の
相
違
を
述
べ
、
「
文
」
と
の
差
を
説
い
た
り
、
「
詞
の
玉
緒
」

で
「
古
風
の
部
」
「
文
章
の
部
」
に
説
く
の
は
こ
の
用
意
で
あ
っ
た
。
ま
ず
同

一
位
相
の
同
一
時
代
の
用
法
に
つ
い
て
考
え
、
そ
こ
か
ら
帰
納
し
た
も
の
を
物

語
日
記
等
の
文
に
も
通
用
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
態
度
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
説
き
尽
く
さ
な
い
問
題
が
あ
る
。

例
え
は
、
敬
語
に
関
す
る
問
題
か
ら
拾
っ
て
み
る
。
使
役
の
「
す
」
「
さ
す
」

や
自
発
・
受
身
の
「
る
」
「
ら
る
」
は
、
平
安
時
代
に
は
尊
敬
の
意
に
も
転
化
し

た
。
そ
の
「
す
・
さ
す
」
に
尊
敬
の
「
払
璧
」
の
重
な
っ
た
「
せ
給
ふ
」
「
さ

せ
給
ふ
」
は
高
い
敬
意
の
表
現
と
な
る
の
に
、

子
ど
も
は
「
い
と
見
苦
L
L
と
思
ひ
て
、
「
背
き
ぬ
る
世
の
、
去
り
が
l
た
き

や
う
に
、
自
ら
ひ
そ
み
御
覧
ぜ
ら
れ
給
ふ
」
と
つ
き
し
ろ
ひ
、
日
く
は
す
。

（
源
、
夕
顔
）

殿
に
帰
り
給
ひ
て
も
、
と
み
に
も
、
〔
源
氏
ハ
〕
ま
ど
ろ
ま
拙
給
は
ず
、

（
源
、
帯
木
）

な
ど
「
れ
給
ふ
「
「
ら
れ
給
ふ
」
と
重
な
っ
た
「
る
」
「
ら
る
」
は
尊
敬
と
見

ら
れ
る
例
が
な
い
（
木
枝
増
一
氏
高
等
国
文
法
新
講
）
。
前
者
は
受
身
で
あ
り
」

後
者
は
打
消
を
伴
な
っ
て
可
能
の
場
合
で
あ
る
。
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
に
は
「
常
の
た

た
る
」
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
か
L
j
き
て
い
う
「
か
し
づ
く
た
た
る
」
を
挙

げ
る
に
止
ま
る
。
「
る
」
「
ら
る
」
ほ
平
安
時
代
に
は
打
消
と
共
に
不
可
能
と
し

て
の
み
用
い
ら
れ
る
（
奈
良
朝
文
法
史
）
土
と
も
識
別
に
は
大
切
な
知
識
で
あ

ろ
う
。

1
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ま
た
接
続
助
詞
「
が
」
▼
に
関
す
る
言
及
も
な
く
、
次
の
よ
う
な
用
法
の
「
の
」

に
も
触
れ
て
い
な
い
。
二

よ
き
ほ
ど
な
る
量
可
や
う
だ
い
な
か
し
げ
な
る
、
い
た
う
萎
え
す
ぎ
て
宿

直
姿
な
る
、
蘇
芳
に
や
・
あ
ら
む
・
つ
や
1
か
な
か
祖
に
、
う
ち
す
き
た
る
髪

の
墾
小
社
に
映
え
て
∵
な
ま
め
か
し
。

し
た
が
っ
て
二
が
」
「
の
し
の
種
々
の
用
法
の
識
別
に
も
全
き
用
を
な
さ
な

ヽ
°
V
．

中
世
岩
け
る
諸
資
料
も
、
あ
や
ひ
抄
を
は
じ
め
江
戸
時
代
の
研
究
者
の
対

象
か
ら
は
除
か
れ
て
い
た
。
今
昔
物
語
の
よ
う
な
片
仮
名
交
り
文
や
、
平
家
物

語
・
方
丈
記
の
寸
っ
怒
和
漢
混
濁
文
の
読
解
に
ほ
、
か
れ
ら
の
研
究
書
に
よ
る

だ
け
で
は
、
語
の
文
法
的
識
別
に
も
十
全
で
な
い
。
例
え
ば
、

か
く
の
l
み
お
こ
な
止
る
る
あ
ひ
だ
、
至
れ
る
心
ど
も
も
出
き
て
、
よ
し
な

き
謀
坂
に
も
く
み
し
け
る
に
こ
そ
（
平
家
物
語
巻
一
）
．

是
を
以
て
二
向
天
台
の
仏
瀧
に
帰
し
∵
潮
せ
て
自
書
の
神
息
を
泣
み
奉
ら

せ
く
可
利
。
（
周
巻
七
、
岩
波
文
庫
本
）

の
「
の
み
し
の
識
別
に
お
い
て
、
．
前
者
の
文
坤
に
あ
る
用
法
と
意
味
に
つ
い
て

は
、
「
あ
ゆ
ひ
抄
」
に
「
名
詞
・
副
詞
・
辞
・
用
言
の
連
体
形
・
連
用
形
叉
ナ

リ
活
用
言
の
「
に
」
に
つ
く
し
と
↓
、
「
口
語
訳
（
バ
カ
リ
）
と
い
ふ
」
「
其
一
す

ぢ
に
て
外
な
き
よ
し
を
い
ふ
詞
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
の
文
末

に
あ
っ
て
切
れ
て
一
い
る
「
の
み
」
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
る
か
。
管
見
に
よ
れ

ば
、
漢
文
の
文
末
助
字
「
耳
し
「
而
巳
」
を
訓
ん
だ
こ
と
に
生
じ
た
畠
で
、
語

決
ノ
辞
と
い
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
訓
に
あ
て
ら
れ
た
た
め
に
国
語
本
来
の
「
の
み
」

の
用
法
と
意
味
を
失
っ
て
、
単
な
る
文
末
終
止
の
語
と
m
つ
た
も
の
で
あ
る
。

イ
ナ
’
′
′
．

若
（
し
）
人
有
（
り
）
て
之
を
鞋
毀
し
て
富
ハ
マ
ク
汝
－ま
狂
へ
ル
人
耳
。

（
立
本
寺
本
法
華
経
寛
治
元
年
点
）

な
ど
漢
文
訓
読
資
料
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

か
く
セ
…
音
別
の
池
ほ
多
と
云
と
も
魚
の
み
あ
っ
て
船
は
な
し
。

一
（
延
定
本
平
家
物
語
）

の
r
ら
し
や
体
言
に
付
く
接
尾
語
と
異
な
っ
た
用
法
と
意
味
を
持
ち
、
そ
の

も
と
は
漢
文
訓
読
語
で
あ
り
、

是
ノ
如
キ
等
ノ
病
七
以
ヲ
書
衣
成
ト
禦
（
倭
点
法
華
経
吉
野
胡
由
盲
）

’

　

　

　

　

コ

レ

の
ご
と
く
、
そ
の
資
料
に
い
く
ら
も
あ
る
。

又
鏡
下
l
れ
司
功
、
ミ
ド
イ
フ
コ
斗
ナ
リ
（
天
仁
法
華
首
座
閲
書
抄
）

も
訓
読
資
料
の
、

「
法
住
法
位
」
ト
イ
ハ
是
（
れ
）
仏
性
の
異
名
な
り

（
石
山
寺
本
法
華
義
疏
長
保
四
年
点
）

と
関
係
づ
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
中
世
の
和
漢
混
清
文
等
が
、
そ
の

名
の
ご
と
く
、
平
安
時
代
の
和
文
的
な
用
語
・
用
法
と
、
漢
文
的
な
そ
れ
と
の
．

浣
清
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
い
て
の
識
別
や
、
そ
の
組

織
的
な
整
理
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
解
釈
の
た
め
に
も
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
・
和
歌
を
対
象
と
し
て
得
た
も
の
が
物
語
に
も
自
ら
通
ず
る
と
考

え
た
よ
う
に
は
、
こ
の
位
相
語
の
整
理
に
は
あ
て
ま
ま
る
．
へ
く
も
な
い
．
も
と

の
漢
文
の
字
面
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
、
強
い
て
訓
ん
だ
た
め
に
、
本
来
の
国
語

の
法
格
を
も
破
っ
た
語
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
の
「
ま
く
の
み
し
「
ら
」
な

ど
も
そ
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
上
代
語
が
そ
の
ま
ま
か
、
校
合
形

で
琵
存
す
る
も
の
が
多
い
・
「
し
む
し
「
い
は
く
し
「
ご
と
L
L
や
「
い
は
嘲
引
」

「
あ
ら
ゆ
l
劃
し
「
あ
る
叫
は
」
は
説
き
古
る
さ
れ
て
い
る
．
前
掲
の
ト
イ
ハ
の

イ
咋
「
あ
る
い
は
し
．
と
は
別
に
上
代
の
助
詞
「
イ
」
が
複
合
形
に
残
存
し
た
も
の

と
、
私
も
考
え
て
い
る
。
（
穏
垣
瑞
麓
氏
説
。
後
の
丁
イ
ツ
バ
」
は
こ
の
古

語
ト
イ
ハ
に
促
音
が
後
に
介
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
。

こ
れ
ら
は
、
目
に
別
れ
な
い
語
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
現
し
ん
で
い
る

語
に
も
こ
の
種
の
問
題
仕
多
い
．

比
事
天
下
－
【
外
項
刊
殊
ナ
ル
勝
率
ナ
リ
ケ
レ
．
二
廷
良
木
平
家
、
－
）

の
「
於
い
て
」
は
、
文
法
書
に
よ
っ
て
ほ
格
助
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
語
と
解
か

諭
．

語つ立役に訳解典古糾



れ
る
．
無
論
、

衣
身
ノ
上
ブ
サ
ツ
可
引
テ
衣
モ
思
ヒ
廷
タ
ル
ヲ
田
テ
（
延
庄
本
平
家
、
．
一
）

の
動
詞
と
は
意
味
・
用
法
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
於
い
て
」
は

単
に
「
こ
し
「
ニ
テ
」
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
か
ら
格
助
詞
的
と
さ
れ
る
の
は

一
法
で
あ
る
。
格
助
詞
「
ニ
」
は
つ
ね
に
長
く
語
で
、
下
の
用
言
を
修
飾
す
－

る
．
し
か
し
、

幕
末
蓋
ク
ル
色
ア
リ
、
況
ヤ
扇
掟
ノ
な
●
－
剖
小
判
ヲ
ヤ

（
廷
良
木
平
家
、
十
二
）

の
「
お
い
て
」
は
切
れ
る
語
で
あ
る
。
出
息
味
も
「
置
く
」
と
は
異
な
る
。
こ
れ
．

ら
を
文
法
的
に
ど
う
識
別
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
成
章
や
宣
長
に
は
〓
昌

も
説
明
の
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
。
考
え
る
に
、
こ
の
用
法
の
語
は
、
逗
文
の

「
情
動
こ
於
l
中
一
し
「
於
こ
天
下
こ
）
や
「
況
於

1
－
乎
」
の
置
字
を
画
一
的
に
オ
イ

テ
と
訓
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
（
古
く
は
「
1
こ
「
ヲ
」
T
ヨ
リ
」
、
「
ニ
シ
テ
」

等
と
訓
ま
れ
た
）
、
そ
の
語
法
が
、
和
漢
混
清
文
に
流
れ
込
ん
だ
た
め
で
あ
る
。

（
拙
稿
、
「
古
点
の
況
字
掟
招
」
東
洋
大
学
紀
要
十
二
集
粟
）
こ
れ
ら
を
も
し
文

法
的
に
識
別
す
る
と
す
れ
ば
、
和
歌
の
用
語
か
ら
出
発
し
た
文
法
論
の
梓
を
離

れ
て
、
詳
虚
に
も
う
一
度
、
新
し
い
こ
の
資
料
に
沈
潜
し
、
そ
こ
か
ら
出
直
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
成
の
梓
に
と
ら
わ
れ
て
無
理
を
す
べ
き
で
な
い
。

中
世
の
古
文
に
は
、
近
代
語
の
要
素
も
既
に
生
じ
て
い
る
。

乗
物
あ
り
け
れ
共
、
そ
れ
に
は
の
ら
刊
、
「
い
ま
さ
ら
名
残
の
惜
き
に
」
と

て
、
少
将
．
の
車
の
尻
に
の
ッ
て
、
七
粂
河
原
ま
で
は
ゆ
く
。
（
平
家
三
）

男
を
う
ん
刊
も
喜
歓
す
る
事
な
か
れ
。
（
同
六
）

．
J
　
．
、
－
．
t
 
l

今
生
刊
こ
そ
あ
ら
め
、
後
生
で
l
だ
に
あ
く
だ
う
へ
お
も
む
か
ん
ず
る
事
の
か

な
し
き
よ
。
（
同
一
）

前
二
例
の
「
で
」
は
用
言
に
つ
き
、
景
後
の
ほ
名
詞
に
つ
い
て
い
る
か
ら
、
形

の
上
で
識
別
で
き
る
・
．
無
論
意
味
も
異
な
ろ
な
第
一
の
ほ
未
然
形
に
つ
き
打

消
、
第
二
の
ほ
連
用
形
の
音
便
に
つ
い
て
濁
音
化
し
た
「
て
」
で
あ
る
こ
と
ほ

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
第
三
の
は
和
歌
等
の
語
法
の
梓
に
と
ら
わ
れ
る
と
識
別

．
で
き
な
く
な
る
。
一

そ
う
し
よ
う

こ
．
の
例
は
平
家
物
語
成
立
と
同
じ
頃
生
き
て
い
た
東
大
寺
の
学
僧
宗
性
上
人

（
建
仁
二
年
正
応
五
年
）
の
自
筆
草
稿
の
中
に
、

唯
火
大
ノ
ミ
ソ
焼
こ
ナ
チ
万
物
一
，
片
時
l
l
灰
泣
．
為
ス
事
ナ
l
辰
、
（
春
草
秋
月
抄
草
、
仁

治
二
年
二
一
四
一
こ
ろ
、
現
東
大
寺
図
書
館
在
庫
）

等
が
あ
る
か
ら
、
平
家
の
例
も
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
名
詞
に
つ
く

・
「
で
J
は
、
「
御
託
宣
に
て
ま
し
ま
さ
ば
（
平
家
二
）
」
な
ど
の
「
打
て
J
の
変

化
形
で
、
国
語
史
の
上
か
ら
も
近
代
語
を
代
表
す
る
一
特
色
と
見
ら
れ
る
。
（
山

田
孝
雄
博
士
「
平
家
物
語
の
語
法
」
、
佐
伯
栢
友
博
士
「
ニ
ア
リ
か
ら
デ
ア
ル
」

へ
（
国
語
学
2
6
）
）
要
す
る
に
現
代
語
の
．
「
で
」
が
す
で
に
見
え
て
い
る
の
だ
と
い

う
こ
と
が
分
れ
は
よ
い
の
で
あ
る
。

中
世
の
古
典
読
解
に
も
、
語
の
文
法
的
識
別
は
基
本
的
な
堀
作
と
し
て
大
切

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
資
料
の
位
相
・
時
代
を
考
え
て
、
そ

の
中
か
ら
新
ら
し
く
え
た
整
理
結
果
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
既
成
の
梓
に
と

ら
わ
れ
る
限
り
、
識
別
の
要
は
十
分
果
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
態
度
ほ
中

世
以
後
の
古
典
の
解
釈
に
も
通
ず
る
七
と
で
あ
る
。
∵
∴
（
東
洋
大
学
講
師
）
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