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世
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混
清
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に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
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は
じ
め
に

一
、
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
の
概
観

二
、
八
意
志
）
の
意
味
・
用
法
の
「
べ
し
」

三
、
八
意
志
）
の
意
味
・
用
法
の
「
む
」

四
、
八
意
志
）
の
意
味
・
用
法
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
比
較

む
す
び
に
か
え
て
　
（
「
欲
・
将
」
と
「
可
」
）

は

　

じ

　

め

　

に

主
体
の
断
定
判
断
を
表
わ
す
表
現
の
う
ち
、
主
観
的
に
推
測
し
た
り
、
選
択
し
た
り
、
提
起
し
た
り
す
る
判
断
を
表
明
す
る
も
の
を
推
量

表
現
と
言
う
。
一
口
に
推
量
表
現
だ
け
に
用
い
ら
れ
る
助
動
詞
だ
と
は
言
え
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
「
む
・
む
ず
，
ら
む
，
け
む
，
め
り
，
ら

（1）

し
．
べ
し
・
ま
し
・
な
り
」
な
ど
を
「
推
量
の
助
動
詞
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
所
謂
「
推
量
の
助
動
詞
」
に
つ
い
て
は
、
推
量
表
現
に
お

け
る
表
現
性
の
差
異
が
、
「
む
」
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
推
量
の
助
動
詞
と
は
、

基
本
的
に
は
不
明
・
未
知
・
未
確
認
・
非
現
実
の
事
物
に
つ
い
て
、
換
言
す
れ
ば
時
間
的
・
空
間
的
‥
心
理
的
に
隔
た
っ
た
も
の
の
存
在
や



状
態
に
つ
い
て
、
話
し
手
の
推
測
や
想
像
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
性
の
差
異
を
「
む
」
の
「
単
純
な
推
量
」
と
区
別
す
る
た

め
に
、
例
え
ば
「
過
去
推
量
」
・
「
現
在
推
量
」
・
「
原
因
推
量
」
・
「
反
実
仮
想
」
・
「
伝
聞
推
量
」
な
ど
と
称
し
て
、
意
味
・
用
法
の
差
異
と
い

う
こ
と
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
「
推
量
の
助
動
詞
」
が
表
わ
す
意
味
は
、
推
量
と
関
連
の
あ

る
他
の
意
味
を
有
す
る
場
合
も
多
く
、
単
純
に
は
一
括
し
難
い
状
況
に
あ
る
。
就
中
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
の
有
す
る
意
味
は
極
め
て
広
い
た

め
、
そ
の
表
現
内
容
を
仔
細
に
区
別
す
る
な
ら
ば
、
関
連
す
る
用
法
も
多
岐
に
亙
っ
た
複
雑
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
「
推
量
の
助
動
詞
」
に
於
け
る
そ
れ
ぐ
の
関
係
を
「
む
」
を
中
心
に
し
て
考
え
た
場
合
、
多
く
の
も
の
が
、
そ
の
表
現

性
の
弁
別
は
基
本
的
な
部
分
に
お
い
て
は
比
較
的
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
べ
し
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
む
」
が
主
観
性

の
強
い
推
量
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
べ
し
」
は
客
観
性
の
強
い
推
量
で
あ
る
と
す
る
程
度
で
、
そ
れ
ぐ
個
々
の
意
味
・
用
法
上
の
差
異
は
充

分
に
論
じ
尽
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
（
推
量
）
の
周
辺
に
あ
る
（
未
定
・
仮
想
・
意
志
・
伝
聞
・
娩
曲
・
比
況
）

な
ど
の
意
味
が
、
そ
れ
ぐ
相
互
に
、
ま
た
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
間
で
、
隣
接
し
た
り
重
な
っ
た
り
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
推
量
の
助
動
詞
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
一
側
面
を
検
討
・
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
述
べ
、

大
方
の
御
批
正
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

一
、
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
の
概
観

「
む
」
と
「
べ
し
」
の
有
す
る
意
味
・
用
法
が
極
め
て
広
い
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
・
用
法
は
、
人
に
よ
っ
て
広
狭

の
差
や
相
互
に
関
係
づ
け
る
か
ま
っ
た
く
並
列
的
に
あ
げ
る
か
と
い
う
記
述
の
差
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
整
理
し
た
上

で
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
間
で
重
な
っ
た
り
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
り
す
る
も
の
を
抽
出
す
る
と
、
ほ
ぼ
三
種
類
が
挙
げ
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
推
量
）
と
（
勧
誘
・
命
令
）
と
（
意
志
・
決
意
）
の
三
種
類
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
三
種
類
に
つ
い
て
の

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
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先
学
の
論
考
を
参
照
し
整
理
し
て
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
を
基
本
的
な
部
分
で
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
（
推
量
）
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
学
の
論
考
を
通
覧
す
る
と
、
「
む
」
・
「
べ
し
」
の
本
質
的
意
味
で
あ
る
と
大
体
考
え
て
よ

（2）

さ
そ
う
で
あ
る
（
た
だ
、
「
べ
し
」
の
本
義
は
推
量
で
は
な
く
て
（
当
然
）
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
）
。
従
っ
て
、
（
推
量
）
の
意
味
に
お
け
る
差

異
は
、
両
者
の
本
質
的
な
差
異
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

「
む
」
の
意
味
は
、
未
実
現
・
未
確
定
の
事
態
に
つ
い
て
、
考
え
ら
れ
る
中
で
適
当
と
判
断
さ
れ
る
一
事
態
を
と
り
あ
げ
て
推
量
す
る
も
の

（3）

で
あ
り
、
言
語
主
体
の
意
志
を
反
映
し
た
表
現
に
も
用
い
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
性
の
強
い
推
量
と
い
え
る
。
一
方
、
「
べ
し
」
の
意
味
は
、

対
象
自
体
に
存
す
る
必
然
の
結
果
と
し
て
把
握
さ
れ
る
「
現
実
的
、
様
相
的
な
推
定
」
で
あ
り
、
物
事
の
こ
と
わ
り
に
よ
る
必
然
の
帰
結
と

（4）

し
て
把
握
さ
れ
る
「
観
念
的
、
論
理
的
な
推
定
」
で
あ
っ
て
、
「
必
然
の
推
定
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
接
続
関
係
か
ら
み
る
と
、

未
然
形
接
続
の
「
む
」
に
対
し
て
、
「
べ
し
」
は
、
文
の
終
止
に
用
い
ら
れ
そ
れ
自
身
完
結
し
た
陳
述
を
ふ
く
み
う
る
形
で
、
一
つ
の
動
作
・

作
用
の
実
現
を
述
べ
き
る
こ
と
の
で
き
る
終
止
形
に
接
続
す
る
。
従
っ
て
、
「
べ
し
」
の
意
味
は
、
ま
だ
現
実
に
存
在
し
て
は
い
な
い
が
状
況

か
ら
判
断
し
て
も
は
や
実
現
が
疑
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
事
態
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
、
そ
う
い
う
客
観
的
な
裏
づ
け
を
も
つ
、
確
信
の
あ

（5）

る
推
測
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
む
」
　
に
比
べ
て
客
観
性
の
強
い
推
量
と
い
え
る
。

次
に
、
（
勧
誘
・
命
令
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
（
勧
誘
）
と
言
い
（
命
令
）
と
言
い
、
と
も
に
話
し
手
の
判
断
や
意
志
を
話
し
手
自
身
の
も
の

に
終
わ
ら
せ
な
い
で
、
対
者
に
向
け
ら
れ
た
意
志
で
あ
っ
て
、
相
手
に
も
同
じ
決
意
を
い
だ
か
せ
る
よ
う
に
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
「
む
」
に
あ
っ
て
は
、
聞
き
手
の
行
為
に
関
わ
る
未
実
現
の
一
事
態
を
適
当
な
も
の
と
し
て
判
断
し
推
量
す
る
の
で
あ
る
。
命
令

の
形
で
言
う
代
わ
り
に
、
遠
ま
わ
し
に
話
し
手
の
要
求
を
伝
え
よ
う
と
す
る
一
種
の
娩
曲
表
現
で
、
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
も
主
観
的
判
断

（6）

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
決
断
は
相
手
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
話
し
手
の
態
度
の
表
明
で
あ
っ
て
、
（
命
令
）
と
言
う
よ
り
も
正
に
（
勧
誘
）
で

あ
る
。
一
方
、
「
べ
し
」
　
に
あ
っ
て
は
、
話
し
手
が
様
相
的
・
論
理
的
に
　
（
客
観
的
に
）
可
能
・
当
然
・
適
当
と
判
断
し
た
内
容
が
、
話
し
手

（7）

自
身
の
判
断
に
終
わ
ら
ず
、
対
者
に
向
け
ら
れ
た
直
接
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
「
む
」
よ
り
も
、
実
現
の
可
能
性
は
強
い
こ
と
の
裏
づ
け
を
有



す
る
な
ど
の
た
め
に
、
そ
の
要
求
が
強
く
な
さ
れ
る
（
命
令
）
と
言
え
る
。

最
後
に
（
意
志
・
決
意
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
（
意
志
）
を
表
わ
す
用
例
は
平
安
時
代
ま
で
は
少
な
い
と
言

（8）
わ
れ
、
ま
た
中
古
語
ま
で
は
「
べ
し
」
（
「
ま
じ
」
も
含
め
て
）
に
は
（
意
志
）
の
用
法
が
な
く
、
（
意
志
）
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
は
中
世
語
に

（9）

は
い
っ
て
か
ら
現
わ
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
一
方
、
「
む
」
に
お
い
て
は
、
（
推
量
）
と
（
意
志
）
と
の
区
別
は
困
難
で
は
あ
る
と
し
な
が

ら
も
、
（
意
志
）
の
用
法
を
認
め
る
点
に
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
を
比
較
検
討
し
た
詳
細
な
論
考
は
末
だ
管
見
に
入
ら
な
い
。
「
べ
し
」
に
お
け
る
意
志
の
方
向
に
両
極
が
あ
り
、

（10）

対
者
に
向
け
ら
れ
た
（
勧
誘
・
命
令
）
と
、
み
ず
か
ら
に
向
け
ら
れ
た
（
決
意
）
と
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
先
述
の

（
推
量
）
等
の
用
法
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
本
質
的
な
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
差
異
等
か
ら
類
推
し
て
、
仮
り
に
説
明
を
試
み
て
も
充
分

と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
「
む
」
の
（
意
志
）
は
、
未
実
現
の
事
態
を
言
語
主
体
が
主
観
的
に
推
量
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
べ
し
」
の
（
意

じ
卿
【

志
）
は
、
様
相
的
・
論
理
的
に
（
客
観
的
に
）
可
能
・
当
然
・
適
当
だ
と
判
断
し
た
内
容
を
み
ず
か
ら
に
向
け
て
命
令
し
た
（
決
意
）
（
強
い
意
志
）

で
あ
る
と
説
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
に
現
わ
れ
た
言
語
事
象
の
実
態
に
則
し
て
見
た
場
合
現
実
的
で
な
い
。
こ
れ
は
（
意
志
）

が
言
語
主
体
の
あ
く
ま
で
も
主
観
的
な
、
情
意
性
を
有
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
意
味
・
用
法
の
も
の
と
同
レ
ベ
ル
で
論
ず
る
こ

と
は
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
を
、
こ
の
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
を
中
心
に
し
て
検
討
し
、
両
者
の
差
異
に
つ
い

て
考
察
し
て
行
こ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
む
」
な
り
「
べ
し
」
な
り
が
具
体
的
に
表
わ
し
て
い
る
意
味
は
、
そ
れ
を
含
む
句
や
文
の
主
語
が
何
で
あ
る
か
に
基
づ
い
て
、

文
脈
の
中
で
判
断
・
弁
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
有
す
る
意
味
の
広
さ
と
、
相
互
の
関
係
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
、
解
釈
上
の
主

観
に
左
右
さ
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
「
む
」
「
べ
し
」
の
両
者
を
比
較
検
討
し
て
行
く
上
で
は
、
解
釈
者
個
別
の
主
観
を
排
し
、
客
観
的

に
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
基
準
と
し
得
る
よ
う
な
決
定
的
な
外
形
上
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
困
難
を
伴

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
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こ
こ
で
再
び
先
学
の
論
考
に
目
を
向
け
る
と
、
「
む
」
の
有
す
る
様
々
な
意
味
・
用
法
の
差
異
を
、
あ
る
程
度
客
観
的
な
外
形
上
の
特
徴
を

（12）

基
準
に
し
て
弁
別
を
試
み
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。

▽
　
〔
直
上
に
く
る
動
詞
の
違
い
に
よ
る
〕
　
意
志
性
を
託
し
え
ぬ
天
然
現
象
に
関
す
る
動
詞
に
接
続
し
た
「
む
」
は
推
量
で
し
か
な
く
、

（13）

擬
人
的
な
場
合
で
も
希
望
的
な
意
味
に
し
か
な
ら
な
い
。

▽
　
〔
上
に
く
る
主
語
の
違
い
に
よ
る
〕
　
　
「
む
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
事
柄
が
㈹
第
三
者
に
属
す
る
場
合
は
話
手
の
単
純
な
推
量
判
断

を
表
わ
す
。
回
事
柄
が
話
手
自
身
の
能
動
的
な
行
為
に
関
す
る
よ
う
な
場
合
は
話
手
の
意
志
を
含
ん
だ
判
断
を
表
わ
す
こ
と
が
多
い
。

困
事
柄
が
第
二
人
称
即
ち
聞
き
手
の
能
動
的
な
行
為
に
関
す
る
よ
う
な
場
合
は
聞
き
手
に
対
す
る
勧
誘
或
は
娩
曲
な
命
令
に
な
る
こ
と

（14）

が
あ
る
。

▽
　
〔
「
む
」
自
身
の
活
用
形
の
違
い
に
よ
る
〕
　
終
止
形
は
意
志
・
推
量
ど
ち
ら
も
制
限
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
意
志
の
例
が
は
る
か

（15）

に
多
い
。
連
体
形
で
は
推
量
を
示
し
、
例
外
と
し
て
意
志
を
示
す
場
合
が
あ
る
。

こ
れ
ら
も
絶
対
的
な
法
則
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
そ
の
例
外
を
説
明
す
る
た
め
に
は
文
脈
を
考
慮
し
て
補
う
と
い
う
手
続
き
が
ど
う
し
て
も

必
要
で
あ
る
。
た
だ
、
「
む
」
が
多
く
の
意
味
・
用
法
を
有
す
る
中
で
、
（
意
志
）
を
表
わ
す
場
合
に
関
し
て
は
、
「
人
称
に
よ
る
」
弁
別
は
客

観
的
な
外
形
上
の
基
準
と
し
て
有
効
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
志
表
現
は
、
そ
の
助
動
詞
を
含
む
句
や
文
の
主
語
が
一
人
称
で
あ
る
場
合
に
限

ら
れ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
一
人
称
を
主
語
と
す
る
も
の
が
総
て
（
意
志
）
と
は
限
ら
な
い
が
、
文
脈
で
補
っ
て

も
解
釈
上
の
大
き
な
相
違
（
個
人
差
）
は
さ
ほ
ど
生
じ
な
い
と
想
像
で
き
る
。
従
っ
て
、
（
意
志
）
を
表
わ
す
用
法
の
も
の
と
そ
れ
以
外
の
用

法
の
も
の
と
は
、
こ
の
「
人
称
」
に
よ
る
外
形
上
の
差
異
を
基
準
と
す
る
こ
と
で
弁
別
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
基
準
は
「
べ
し
」
に

お
け
る
（
意
志
）
の
用
法
に
つ
い
て
も
同
様
に
有
効
で
あ
る
。



以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
を
中
心
に
見
て
行
く
が
、
対
象
と
す

る
資
料
を
便
宜
上
「
中
世
」
　
の
「
和
漢
混
清
文
」
　
に
限
定
し
た
い
と
思
う
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
考
察
の
焦
点
を
拡
散
さ
せ
な
い
た
め
に
と
る

手
段
で
あ
る
が
、
次
の
三
点
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
第
一
に
、
中
世
以
降
の
文
語
文
で
は
「
む
」
　
の
意
味
・
用
法
に
縮
少
の
傾
向
が
あ
る
と

（16）

い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
。
第
二
に
「
べ
し
」
　
（
と
「
ま
じ
」
）
は
、
中
古
語
に
お
い
て
は
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
は
な
く
（
或
は
少
な
く
）
、
中

（17）

世
語
に
は
い
っ
て
（
意
志
）
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
が
で
て
く
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
。
第
三
に
、
付
属
語
に
お
い
て
は
、
和
文
で
用

い
ら
れ
る
場
合
と
漢
文
訓
読
文
（
広
く
は
和
漢
混
清
文
）
　
で
用
い
ら
れ
る
場
合
と
で
見
た
と
き
、
両
者
の
意
味
・
用
法
を
全
く
同
一
と
見
な
し

得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
和
文
語
（
乃
至
和
文
に
お
け
る
意
味
・
用
法
）
　
が
漢
文
訓
読
文
（
広
く
は
和
漢
混
清
文
）
　
に
受
容
さ
れ
る
際
に
は
、
そ

（18）

の
最
も
根
幹
的
な
或
は
普
遍
的
な
部
分
を
採
り
入
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
論
者
が
考
え
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
中
世
」
の
「
和

漢
混
清
文
」
に
お
け
る
（
意
志
）
の
用
法
の
「
む
」
と
「
べ
し
」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
は
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
や
、
そ

れ
ぐ
が
有
す
る
性
格
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
意
義
な
こ
と
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
中
世
の
片
仮
名
文
資
料
を
調
査
対
象
と
し
た
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
（
意
志
）
　
の

用
法
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
用
例
数
を
示
し
た
の
が
表
I
で
あ
る
。
助
動
詞
が
（
意
志
）
を
表
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
に

対
応
す
る
主
語
が
一
人
称
で
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
一
人
称
を
主
語
と
す
る
も
の
と
そ
れ

以
外
（
二
人
称
主
語
、
三
人
称
主
語
の
も
の
）
と
に
分
け
、
次
に
一
人
称
を
主
語
と
す
る
も
の
の
中
で
（
意
志
）
の
用
法
の
も
の
と
そ
れ
以
外
の

用
法
の
も
の
と
に
分
け
た
。
尚
、
表
I
で
は
「
む
」
と
「
む
と
す
」
　
「
む
ず
」
と
を
別
の
助
動
詞
と
は
考
え
ず
同
一
に
扱
っ
た
。
ま
た
、
「
む
」
・

「
べ
し
」
　
の
そ
れ
ぐ
に
打
消
の
意
味
を
加
え
た
助
動
詞
と
い
わ
れ
る
「
じ
」
・
「
ま
じ
」
も
参
考
の
た
め
に
添
え
た
。
更
に
、
考
察
の
便
宜

の
た
め
に
、
そ
れ
♪
（
1
が
用
い
ら
れ
た
文
を
「
地
の
文
」
「
思
惟
文
」
「
会
話
文
」
の
三
種
類
に
分
け
、
「
会
話
文
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
考

察
の
必
要
か
ら
下
位
分
類
と
し
て
次
の
三
類
を
設
け
た
。

A
‥
待
遇
上
の
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
会
話
文

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
　
に
つ
い
て
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B
‥
待
遇
上
の
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
会
話
文

C
‥
待
遇
上
対
等
な
関
係
に
お
け
る
も
の
を
中
心
と
し
た
A
B
以
外
の
会
話
文

表
I

じま じ しベ ずむむ
文

の

種

資

料

‾
人

称

称人一 ‾
人
称

称人】 ‾
人

称

称人一 ‾
人
称

称人一

そ 意 そ 意 そ 意 そ 意

の
志

の
志

の
志

の
志

類
外 他 外 他 外 他 外 他

12 1 31 2 文の地
打

聞

集

3 2 1 4 2 7 2 91 文惟思

1 9 5 4 01 3 1 A 会

話

文

1 2 21 4 1 2 01 B

8 2 3 9 C

01 27 4 1 75 4 21 文の地 法

華
百

座
間

書
抄

2 4 11 8 31 7 23 文惟思

1 1 51 1 1 7 1 Q
u

A
会
話

文
1 2 71 5 21 5 02 召

5 2 01 4 9 C

1 91 3 7 41 文の地

1 2 2 1 1⊥ 文惟思
三
教

指

帰
注

2 2 A
会

話
文

2 1 2 B

1 1 3 1 3 6 C

1 文の地

却

療

忘

記

1 1 1 1 2 7 文惟思

3 1 57 52 6 A
会

話
文

3 B

1 C

2 5 89 78 95 文の地

一1 5 1 1 7 01 1 5 9 43 文惟思 ニ

宝

絵

詞

4 1 7 72 2 5 42 9 31 A
会
話

文

2 1 5 91 6 81 01 34 B

1 1 1 5 32 8 1 63 21 86 C

1 81 文の地 光

5 文惟思
言
句
義
釈
聴
集
記

9 2 1 16 73 2 91 A
会
話

文

2 1 3 B

C



本
稿
で
は
「
待
遇
上
の
上
位
者
」
「
待
遇
上
の
下
位
者
」
を
、
そ
れ
、
ぐ
・
「
待
遇
上
位
者
（
或
は
上
位
者
）
」
「
待
遇
下
位
者
（
或
は
下
位
者
）
」
と

称
し
て
以
下
は
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

表
I
に
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
少
数
な
が
ら
「
べ
し
」
が
〈
意
志
〉
の
意
味
・
用
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
確
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
万
、
打
消
推
量
の
「
じ
」
に
は
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
の
例
が
あ
り
な
が
ら
、
「
ま
じ
」
に
そ
の
例
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ

は
、
「
ま
じ
」
が
漢
文
訓
読
文
に
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
助
動
詞
で
あ
り
、
打
消
推
量
の
大
部
分
は
「
べ
か
ら
ず
」
で
表
現

で
き
た
の
で
、
特
に
「
ま
じ
」
を
用
い
る
必
要
性
や
必
然
性
が
用
語
選
択
の
上
か
ら
も
表
現
効
果
の
上
か
ら
も
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
調
査
対
象
を
拡
げ
、
用
例
を
増
や
し
て
、
今
後
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
八
意
志
〉
の
意
味
・
用
法
の
「
べ
し
」

表
I
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
（
意
志
）
を
表
明
す
る
た
め
に
用
い
た
と
思
わ
れ
る
「
べ
し
」
は
二
〇
例
（
全
六
一
五
例
中
の
2
・
3
％
）
に
す

ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
「
べ
し
」
の
意
味
・
用
法
の
中
で
は
、
こ
れ
は
幾
分
特
異
な
も
の
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
斯
る
〈
意
志
〉
の
表
明
に
用
い

る
「
べ
し
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
全
用
例
に
つ
い
て
以
下
考
察
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

［
地
の
文
］

①
阿
禰
陀
如
来
ノ
法
蔵
比
丘
ノ
イ
ニ
シ
へ
タ
テ
給
フ
ト
コ
ロ
ノ
冊
八
ノ
願
ノ
中
。
オ
イ
テ
ィ
ツ
レ
ト
シ
テ
モ
慈
悲
利
生
ナ
ラ
ス
ト
イ
フ
コ
ト
ナ

シ
。
其
ノ
中
＝
こ
ト
ツ
フ
タ
ツ
ノ
願
ノ
心
ヲ
イ
サ
ー
カ
ノ
ヘ
申
ス
ヘ
キ
也
。
ヒ
ト
ツ
ノ
願
ニ
ノ
タ
マ
ヘ
ル
ハ
…
…
　
〈
法
華
百
座
間
書
抄

ウ
湖
）

［
思
惟
文
］

イ
ヨ
ノ
′
＼

②
「
我
ハ
賢
舛
㌢
リ
有
智
ノ
僧
二
見
律
尊
ト
カ
ラ
レ
ム
」
ト
思
㌘
中
略
）
「
ソ
レ
ヲ
召
テ
拝
等
七
又
尊
キ
功
能
之
由
モ
イ
ハ
セ
ム
。
聞
テ
増
賢
キ

ワ
サ
シ
ツ
ル
ト
恩
へ
キ
也
」
ト
テ
召
二
道
ス
。
　
　
（
打
開
集
　
4
）

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て

一
九
五



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
六

（
ロ
）

③
「
賢
キ
人
多
リ
ケ
ル
図
㍍
ヲ
ホ
ホ
ケ
ノ
上
手
ハ
知
禁
非
ヌ
事
ヲ
カ
ク
ノ
ミ
云
ヒ
ア
テ
ゝ
ヲ
コ
ス
ル
事
。
賢
コ
カ
リ
ケ
ル
圃
ニ
ア
タ
ノ
心
ヲ

翠
ア
ハ
返
テ
打
得
レ
ナ
ム
。
サ
レ
ハ
随
テ
中
力
吉
ル
宗
ナ
リ
」
年
来
イ
ト
ミ
ツ
ル
心
永
失
ヌ
。
　
（
打
開
集
　
攣

④
帝
尺
是
ヲ
見
テ
思
バ
ク
「
魚
ノ
子
ハ
多
㌣
魚
卜
成
ル
ハ
少
シ
薔
羅
ノ
花
ハ
滋
霊
菓
子
ヲ
結
フ
ハ
希
ナ
リ
（
中
略
）
水
ノ
内
ノ
月
キ
波
二
随
テ
動
キ
安
ク

鎧
ヒ
ヲ
着
タ
ル
軍
サ
ノ
戦
力
フ
二
臨
ミ
テ
恐
テ
逃
㌢
如
シ
此
ノ
人
ノ
心
ヲ
モ
行
キ
テ
心
。
見
テ
知
ル
等
シ
」
卜
念
フ
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
2
7
ウ
3
）

［
会
話
文
］

A
待
遇
上
の
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ

⑤
王
卜
仰
給
様
「
イ
カ
ナ
ル
事
ニ
ヨ
リ
テ
昔
ヨ
リ
老
人
ヲ
捨
ル
事
ア
ラ
ム
。
今
㌢
ヨ
リ
テ
事
ノ
心
ヲ
思
フ
二
老
ヲ
貴
ム
ヘ
キ
圃
二
。
ソ
ア
リ
ケ
レ
。

ト
ク

然
ハ
遠
国
二
道
ハ
シ
テ
老
者
共
ヲ
殊
二
女
上
中
下
早
召
二
道
ハ
ス
へ
キ
宣
旨
下
ス
ヘ
シ
。
又
老
人
ト
捨
卜
云
フ
名
ヲ
ハ
捨
テ
、
養
老
園
卜
付
へ
シ
」

此
レ
ヨ
リ
後
チ
固
ノ
政
リ
事
ト
平
カ
ニ
也
ニ
ケ
リ
。
　
　
（
打
開
集
　
用
・
用
・
1
4
5
）

⑥
此
芽
起
居
給
テ
ノ
タ
マ
バ
ク
「
汝
ハ
眞
ノ
潔
聖
ナ
リ
ケ
リ
。
真
心
ヲ
顆
カ
タ
メ
ニ
病
人
形
ヲ
見
㍑
。
汝
極
テ
責
シ
。
シ
カ
ア
レ
ハ
我
持
心
経

汝
二
博
へ
シ
。
憧
二
此
ヲ
ウ
ケ
テ
パ
ル
カ
二
世
二
博
テ
衆
生
ヲ
導
ヒ
ケ
」
ト
テ
　
　
（
打
開
集
　
用
）

⑦
三
蔵
ノ
イ
バ
ク
「
（
略
）
汝
ナ
ヲ
コ
ノ
事
ヲ
信
セ
ス
。
サ
ラ
バ
ワ
カ
ム
ネ
ニ
ス
ミ
タ
マ
ウ
丹
七
尊
ヲ
ミ
ス
へ
シ
。
持
悌
堂
ニ
イ
リ
テ
シ
バ

ラ
ク
ア
リ
テ
カ
ネ
ウ
タ
ム
ヲ
リ
キ
タ
リ
テ
ミ
ヨ
」
ト
テ
三
昧
ニ
イ
リ
ヌ
。
　
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
　
オ
3
5
3
）

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

ス

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ス

⑧
長
者
門
ヲ
ス
キ
ル
ニ
高
榎
慣
ヲ
風
吹
上
ケ
タ
ル
ヨ
リ
此
ヲ
見
ミ
テ
懸
ヒ
ノ
病
二
成
テ
物
不
食
べ
母
ア
ヤ
シ
ン
テ
此
事
ヲ
間
二
不
答
4
再
三
間
レ
テ

答
テ
云
ク
「
美
君
ヲ
見
ヨ
リ
懸
病
ヲ
付
タ
ル
也
」
母
ノ
云
ク
「
安
ス
キ
ホ
ト
ノ
事
也
」
ト
テ
術
婆
伽
二
魚
ヲ
ツ
ラ
セ
テ
ヒ
メ
君
ノ
モ
ト
へ
敷
十
度

ノ

タ

マ

バ

ク

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

ヌ

）

以
参
ル
。
ヒ
メ
君
奇
シ
ン
テ
間
テ
云
ク
「
何
事
所
望
ノ
有
ル
ソ
ト
間
フ
。
母
事
由
釆
ヲ
答
テ
申
ス
。
ヒ
メ
君
答
云
「
ヤ
ス
キ
ホ
ト
ノ
事
也
。
ア
ス

へ
シ
」
ト
テ
「
但
是
二
天
神
マ
シ
ノ
（
1
ス
。
ソ
レ
ニ
テ
ア
フ
へ
シ
」
ト
テ
ロ
定
メ
テ
約
束
シ
テ
ヒ
メ
君
父
長
者
ニ
「
モ
ノ
マ
ウ
テ
シ
候
ム
」

ト
テ
出
立
テ
通
夜
二
参
ル
　
　
八
三
教
指
帰
注
　
3
1
オ
8
・
8
）

⑨
鳩
来
テ
王
ノ
脇
二
人
ル
鷹
追
ヒ
テ
前
ノ
樹
二
居
ヌ
「
我
二
鳩
ヲ
返
シ
給
入
」
ト
乞
フ
王
ノ
云
ク
「
我
レ
衆
生
ヲ
救
い
ム
念
フ
誓
ヒ
有
り
不
可
返
ス
」
ト
云
フ



鷹
ノ
云
ク
「
我
モ
衆
生
こ
ハ
非
ス
ヤ
ハ
奈
止
加
憐
、
㌶
今
日
ノ
食
ヒ
物
ヲ
ハ
奪
ヒ
給
フ
」
ト
云
フ
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
8
ウ
5
）

⑩
鷹
ノ
云
ク
「
肉
ハ
皆
尽
霊
場
ハ
猶
重
シ
又
ハ
何
ク
ノ
肉
ラ
カ
加
ヘ
ム
早
ク
鳩
ヲ
返
誓
」
ト
責
ム
王
ノ
云
ク
「
更
。
不
可
返
」
ト
云
テ
我
力
身
乍
ラ
斤
。

繋
誤
時
二
筋
絶
工
力
尽
テ
丸
ヒ
倒
レ
ヌ
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
9
オ
4
）

⑬
太
子
王
二
白
ス
「
我
レ
聞
ク
海
ミ
ノ
中
二
如
意
珠
有
ナ
リ
心
見
二
行
テ
求
ム
」
卜
王
驚
テ
答
フ
「
国
ハ
是
汝
国
ナ
リ
弥
ラ
バ
皆
汝
力
弥
ナ
リ
（
中
略
）
毒

ノ
龍
大
㌢
魚
荒
キ
風
高
キ
波
二
往
ク
者
ノ
バ
千
万
ナ
レ
ト
還
ル
者
ハ
一
リ
二
リ
也
不
可
免
ス
」
ト
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
1
5
オ
3
）

⑫
願
主
大
二
ナ
キ
テ
云
ク
「
マ
コ
ト
ニ
我
サ
ラ
。
シ
ラ
サ
リ
ケ
リ
（
中
略
）
今
日
ヨ
リ
ノ
チ
ハ
イ
タ
バ
リ
ヤ
シ
ナ
ヒ
タ
テ
マ
ツ
リ
テ
ナ
カ
ク

ツ
カ
ヒ
タ
テ
マ
ツ
ル
事
ヲ
ト
～
ム
ヘ
シ
」
ト
ナ
キ
カ
ナ
シ
フ
牛
コ
ノ
事
ヲ
キ
ー
テ
気
ヲ
ナ
ケ
キ
涙
ヲ
ナ
カ
ス
　
　
〈
三
宝
絵
詞
　
中
3
3

オ
7
）

⑬
鬼
ノ
云
「
我
オ
ホ
ク
汝
力
食
ヲ
エ
ッ
ソ
ノ
恩
ム
ク
フ
ヘ
シ
タ
ー
シ
若
汝
ヲ
ユ
ル
シ
テ
ハ
我
ヲ
モ
キ
罪
ヲ
オ
ヒ
テ
鉄
ノ
杖
ヲ
モ
チ
テ
百
度
ウ
タ

ル
へ
シ
若
汝
力
同
年
ナ
ル
人
ヤ
ア
ル
」
ト
ゝ
フ
　
（
三
宝
絵
詞
　
中
3
7
ウ
3
V

B
待
遇
上
の
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ

⑭
「
年
末
如
是
念
彿
ヨ
リ
外
ニ
ス
ル
事
元
。
死
時
必
告
申
封
。
又
□
後
ニ
ハ
此
所
ヲ
ハ
寺
立
給
へ
。
ヲ
マ
ヘ
ニ
ユ
ス
リ
マ
ウ
ス
」
契
云
々
　
〈
打

開
集
　
4
2
3
）

ナ
ク

㊨
「
（
略
）
而
ル
ニ
念
傭
ヲ
唱
㍍
璽
勤
ム
ル
事
元
シ
テ
ナ
ム
年
来
二
成
ヌ
ル
。
死
ナ
ム
時
ハ
必
ス
告
ケ
奉
ラ
尋
亦
己
レ
死
ナ
ム
後
。
ハ
此
ノ
所
ヲ
ハ
寺

揖
給
へ
。
今
日
譲
り
奉
リ
ツ
」
ト
契
ヲ
成
シ
テ
　
（
今
昔
物
語
集
一
五
・
㌘

⑮
「
何
二
事
ヲ
我
力
父
ハ
泣
キ
悲
ヒ
給
フ
ソ
」
ト
父
答
テ
云
ク
「
世
ノ
中
子
ミ
ノ
ナ
ケ
キ
カ
有
ル
ヲ
ナ
ケ
ク
ナ
リ
」
時
二
周
虞
答
テ
云
ク
「
何

事
ニ
テ
モ
候
へ
。
父
ノ
ナ
ケ
キ
ヲ
ハ
ヤ
ス
メ
マ
イ
ラ
セ
候
へ
シ
。
仰
タ
へ
」
父
答
テ
云
「
世
ノ
中
こ
ヲ
ソ
ロ
キ
シ
モ
ノ
ミ
ツ
有
（
略
）
」

八
三
教
指
帰
注
　
2
0
オ
6
）

ア
ラ
ン
ヤ

⑯
父
答
テ
云
ク
「
第
三
二
ハ
子
汝
周
虞
也
。
其
故
ハ
悪
事
ヲ
タ
ク
ミ
生
ヲ
殺
シ
物
ヲ
損
ス
。
呈
二
此
レ
ニ
ス
キ
タ
ル
敵
キ
有
」
其
ノ
時
二
周

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八

虞
答
テ
申
様
「
今
日
ヨ
リ
以
後
ハ
悪
事
ヲ
ト
ゝ
メ
テ
父
親
。
孝
ス
へ
シ
」
ト
テ
弓
矢
鎧
甲
等
（
中
略
）
切
ス
テ
ヲ
リ
チ
ラ
シ
　
　
八
三
教

指
帰
注
　
2
1
オ
5
V

C
待
遇
上
対
等
な
立
場
の
相
手
へ

（
マ
マ
）

⑰
鳩
鷹
。
語
フ
「
我
等
謬
㌢
弄
ノ
身
ヲ
懐
リ
ツ
早
ク
天
ノ
カ
ヲ
以
テ
王
ノ
庇
ヲ
愈
ス
ヘ
シ
」
ト
云
フ
鷹
即
チ
帝
尺
二
成
リ
テ
王
二
間
フ

（
三
宝
絵
詞
　
上
9
ウ
7
）

右
二
〇
例
の
「
べ
し
」
か
ら
看
取
さ
れ
る
の
は
、
ま
ず
使
用
さ
れ
る
場
が
会
話
文
に
多
い
点
（
8
0
％
）
で
あ
る
。
地
の
文
・
思
惟
文
と
会
話

文
と
の
間
に
は
、
出
現
頻
度
の
差
と
し
て
現
わ
れ
る
外
形
的
な
差
異
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
上
も
微
妙
な
差
異
が
存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
右

例
は
い
ず
れ
も
一
人
称
主
語
を
と
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
形
の
上
で
は
〈
意
志
）
の
用
法
で
あ
り
得
（
文
脈
を
考
慮
し
て
も
）
、
他
の
意
味
・
用

法
の
も
の
と
は
単
純
に
区
別
し
て
も
異
な
る
。
し
か
し
、
①
～
④
の
各
例
は
、
⑤
～
⑰
の
（
意
志
）
と
は
そ
の
質
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
、

①
～
④
の
場
合
、
地
の
文
・
思
惟
文
の
言
語
主
体
で
あ
る
「
わ
れ
」
を
客
観
化
し
、
第
三
者
の
地
位
に
置
い
て
、
言
語
主
体
が
自
己
を
観
察

す
る
対
象
に
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
（
意
志
）
と
断
定
で
き
な
い
が
（
言
語
主
体
に
と
っ
て
可
能
，
必
然
な
内

容
の
判
断
と
も
）
、
（
意
志
）
表
現
と
も
見
な
し
得
る
の
で
考
察
の
対
象
と
し
て
み
る
。
特
に
②
③
④
に
そ
の
語
感
が
強
い
が
、
具
体
的
に
示
す

と
次
の
如
く
に
な
る
。
ま
ず
①
の
場
合
、
「
有
智
ノ
僧
」
に
「
拝
セ
サ
セ
」
「
尊
キ
功
能
之
由
モ
イ
ハ
セ
」
て
、
そ
れ
を
「
聞
」
こ
と
に
よ
っ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
自
分
が
「
賢
キ
ワ
ザ
」
を
し
た
と
「
思
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
か
ら
そ
う
実
感
し
た
い
と
い
う
（
意
志
）
を
述
べ
て
い
る
。
次
に
③

で
は
、
「
賢
コ
カ
リ
ケ
ル
国
二
怨
ノ
心
ヲ
発
」
す
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
「
返
テ
打
得
」
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
「
仲
良
く
し
な
け

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
（
意
志
）
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
④
で
は
、
「
此
ノ
人
ノ
心
」
を
実
際
に
行
っ
て
「
心
口
見
」
れ
ば
、
「
知
る
こ
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

が
で
き
る
だ
ろ
う
」
か
ら
そ
う
し
て
知
り
た
い
と
い
う
（
意
志
）
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
あ
る
（
意
志
）
を
持
つ
に
至
る
客
観

的
な
前
提
条
件
が
説
明
さ
れ
た
後
に
、
論
理
的
に
可
能
・
必
然
と
判
断
し
た
内
容
が
（
意
志
）
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
む
」

に
対
し
て
「
べ
し
」
が
持
つ
本
義
的
な
（
推
量
表
現
に
お
け
る
相
違
に
通
ず
る
）
判
断
の
表
現
で
あ
っ
て
、
推
量
表
現
に
う
っ
た
え
る
と
い
う
意



味
で
へ
意
志
）
の
閏
按
的
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
①
②
③
で
は
助
動
詞
「
な
り
」
を
下
接
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
の
あ
る

こ
と
と
思
う
。
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
（
意
志
）
の
用
法
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
も
、
そ
れ
ぐ
の
本
義
的
性
格
の
差
異
を
反

映
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
⑤
～
⑰
の
会
話
文
の
例
で
は
「
む
」
の
〈
意
志
〉
と
「
べ
し
」
の
〈
意
志
〉
と
の
関
係
を
、
前
と
全
く
同
様
に
は
説
明
で
き

な
い
場
合
も
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
「
む
」
と
全
く
同
様
に
〈
意
志
〉
の
直
接
的
表
現
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
以
上
の
意
味
で
は
、

「
む
」
に
対
す
る
「
べ
し
」
の
（
意
志
）
表
現
の
基
本
は
、
対
話
の
場
に
お
け
る
眼
前
の
対
者
に
対
し
て
、
自
己
の
〈
意
志
〉
を
口
頭
（
会

話
）
と
い
う
形
で
直
接
に
表
明
す
る
た
め
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
会
話
文
に
お
け
る
（
意
志
）
表
現
で
は
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
間
に
用
法
上
の
差
異
は
あ
り
得
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
が
最
も
象
徴
的
に
顕
現
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
例
が
あ

る
。
⑧
の
用
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
ヒ
メ
君
」
に
恋
し
た
息
子
「
術
婆
伽
」
の
た
め
に
、
「
母
」
が
「
ヒ
メ
君
」
に
逢
っ
て
貰
う
こ
と
を
請
う

場
面
で
あ
る
。
「
母
」
・
「
ヒ
メ
君
」
・
ヒ
メ
君
の
「
父
長
者
」
の
三
者
間
に
お
け
る
待
遇
関
係
を
ま
ず
整
理
し
て
お
く
と
、
「
ヒ
メ
君
」
に
と
っ

て
「
母
」
は
待
遇
下
位
者
で
あ
。
「
父
長
者
」
は
待
遇
上
位
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
母
」
が
「
ヒ
メ
君
」
に
逢
っ
て
欲
し
い
旨
を
「
割
判
」

の
に
答
え
て
、
「
ヒ
メ
君
」
は
待
遇
下
位
者
「
母
」
に
「
ア
ヌ
ヘ
シ
」
「
ア
フ
へ
シ
」
と
「
云
（
4
タ
列
刊
列
）
」
の
で
あ
り
、
同
じ
人
物
が
今
度

は
自
分
に
と
っ
て
待
遇
上
位
者
た
る
「
父
長
者
」
に
は
「
モ
ノ
マ
ウ
テ
シ
倒
ム
」
と
告
げ
る
の
で
あ
る
。
（
意
志
）
の
表
明
に
用
い
ら
れ
た
「
む
」

と
「
べ
し
」
と
の
相
違
は
、
斯
様
な
待
遇
上
の
上
下
関
係
の
相
違
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑭
～
⑰
の
四
例
は
こ
の
特

徴
的
傾
向
に
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
⑰
は
動
作
主
が
一
人
称
複
数
で
も
あ
り
得
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
者
へ
の
呼
掛
け
で
も
あ
る
と
き
、

同
じ
決
意
を
促
す
効
果
を
持
っ
た
所
謂
（
勧
誘
）
の
用
法
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
⑭
は
『
打
開
集
』
の
例
で
あ
る
が
、
類
話
を
持
つ
『
今

昔
物
語
集
』
で
は
参
考
に
付
し
た
如
く
に
、
「
べ
し
」
で
な
く
「
む
」
を
用
い
て
〈
意
志
〉
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
〈
意
志
〉
以
外
の
場
合
に

お
い
て
は
、
両
資
料
の
類
話
・
同
話
の
相
当
す
る
箇
所
で
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
交
替
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
世
語
に
入
っ
て
「
べ

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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二
〇
〇

し
」
が
新
た
に
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
を
も
担
い
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
（
意
志
）
表
現
に
お
け
る
両
者
の
関
係
が
ゆ
れ
て
い
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
（
意
志
）
の
「
べ
し
」
の
根
幹
的
用
法
は
、
待
遇
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
会
話
文
に
用

い
る
こ
と
に
特
徴
を
認
め
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

三
、
へ
意
志
）
の
意
味
・
用
法
の
「
む
」

（
意
志
）
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
む
」
の
総
用
例
数
は
四
〇
七
例
で
あ
る
。
そ
の
全
例
を
、
文
の
種
類
に
よ
っ
て
表
I
か
ら
改
め
て
表
H
に

計

文話会 思
惟
文

地

の
文

／

摘

媚
メ

C B A

263 29 57 22 600 78
けHH
璃
除

む

704 39 18 74 89 88 全

02 1 3 21 3 1
β」
口除 ベ

し
02 1 3 21 3 1 全

ま
と
め
直
し
た
。
表
H
に
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
待
遇
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
会
話

文
に
お
け
る
用
例
数
は
、
他
の
種
類
の
文
に
お
け
る
用
例
数
と
比
べ
る
と
極
端
に
少
な

く
、
全
体
の
一
割
程
度
（
四
七
例
）
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
現

（19）

象
は
前
述
の
「
べ
し
」
と
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
資
料
の
性
質
上
待
遇
上
位
者
か

ら
下
位
者
へ
の
用
例
が
多
く
な
る
『
却
療
忘
記
』
と
『
光
言
句
義
釈
聴
集
記
』
は
、
他

の
資
料
と
同
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
そ
の
例
を
除

く
と
、
表
H
の
上
段
（
「
一
部
除
」
）
に
示
し
た
如
く
、
A
の
用
例
数
は
全
体
の
6
％
程
度

（
二
二
例
）
　
に
過
ぎ
ず
、
先
の
特
徴
は
一
層
顕
著
な
も
の
と
な
る
。

前
述
し
た
「
べ
し
」
の
特
徴
と
「
む
」
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
僅
か

一
割
弱
の
用
例
し
か
な
い
A
の
例
を
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
は
有
効
な
こ
と
と
考
え
る

の
で
、
以
下
二
二
例
の
総
て
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
く
。

⑦
王
ト
賢
ク
御
坐
人
ニ
テ
「
此
物
ハ
御
カ
ウ
ヤ
ク
ヲ
造
テ
有
物
共
ナ
昌
。
ス
ヘ
キ
様
粉
ヲ
宮
ノ
中
二
ヒ
マ
ナ
ク
マ
キ
テ
ム
。
サ
ラ
バ
身
ヲ
陰
ス
物

ナ
リ
ト
モ
足
カ
タ
ノ
付
テ
イ
カ
ム
所
ハ
シ
ル
ク
顧
ナ
ム
」
ト
テ
粉
ヲ
召
テ
宮
ノ
内
ニ
ユ
キ
ノ
降
タ
ル
様
二
マ
キ
ッ
。

（
打
開
集
　
2
2
9
）



「
マ
キ
テ
ム
」
に
対
応
す
る
主
語
は
「
王
ド
」
で
あ
る
が
、
そ
の
動
作
主
は
一
人
称
複
数
で
も
あ
り
得
る
の
で
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
者
（
キ
サ

キ
達
）
へ
の
呼
掛
け
で
も
あ
り
、
同
じ
決
意
（
意
志
）
を
促
す
効
果
を
も
っ
た
所
謂
（
勧
誘
）
の
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
単
純
な

（
意
志
）
の
表
明
と
は
異
な
る
。

㊥
備
ノ
ノ
タ
マ
フ
ヤ
ウ
ハ
「
（
略
）
然
ル
ヲ
悌
ノ
智
恵
ハ
サ
ト
リ
カ
タ
ク
信
シ
カ
タ
カ
ル
へ
ケ
レ
ハ
喩
ヒ
ヲ
説
キ
テ
シ
ラ
シ
メ
ム
カ
烏
メ
ナ
リ
。

喩
ト
へ
ハ
諸
ノ
人
ア
リ
テ
財
ヲ
モ
ト
メ
ム
カ
タ
メ
こ
五
百
由
旬
ノ
サ
カ
シ
ク
ト
ヲ
キ
道
二
ム
カ
へ
ラ
ム
。
ソ
ノ
道
チ
（
以
下
略
）
」
　
〈
法
華

百
座
間
書
抄
　
ウ
撒
・
2
7
7
V

O
悌
ノ
ノ
タ
マ
フ
ヤ
ウ
ハ
「
（
略
）
コ
レ
こ
此
人
ツ
カ
レ
コ
ウ
シ
テ
カ
ヘ
リ
ナ
ゲ
セ
ム
時
ヒ
ト
リ
ノ
道
ナ
シ
ル
へ
ノ
タ
ノ
モ
シ
ク
彼
ノ
道

ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
シ
レ
ラ
ム
カ
（
以
下
略
）
」
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
　
ウ
棚
豊

㊤
悌
ノ
1
給
バ
ク
「
我
今
像
二
湯
ア
ム
ス
法
ヲ
ト
ク
諸
ノ
供
養
ノ
中
二
事
ス
ク
レ
タ
リ
ト
ス
若
悌
ニ
ア
ム
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
ト
思
ハ
～
諸
ノ

ア
ム

妙
ナ
ル
香
ヲ
永
二
入
ツ
ゝ
浴
シ
タ
テ
マ
ツ
レ
（
以
下
略
）
」
　
（
三
宝
絵
詞
　
下
4
5
オ
2
）

㊨
悌
乃
玉
バ
ク
「
（
略
）
現
世
ノ
父
母
ノ
タ
メ
ニ
モ
セ
ハ
命
百
年
ニ
シ
テ
病
ナ
ク
七
世
ノ
父
母
カ
タ
メ
ニ
ハ
餓
鬼
ノ
ク
ル
シ
ヒ
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
天

ノ
楽
ヒ
ヲ
ウ
ケ
シ
メ
ム
ト
コ
ヒ
ネ
カ
へ
　
（
以
下
略
）
」
　
（
三
宝
絵
詞
　
下
6
0
オ
3
）

い
ず
れ
も
会
話
文
の
言
語
主
体
は
「
備
」
で
あ
る
が
、
「
シ
ラ
シ
メ
ム
」
「
モ
ト
メ
ム
」
「
カ
ヘ
リ
ナ
ム
」
或
は
「
ア
ム
シ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
」
や

「
ウ
ケ
シ
メ
ム
」
と
判
断
す
る
の
は
「
傭
」
と
は
別
の
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
ぐ
第
三
者
的
人
物
（
具
体
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
「
彿
」

で
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
「
備
」
を
第
三
者
的
地
位
に
置
い
た
表
現
で
あ
る
）
や
「
此
人
」
「
諸
ノ
人
」
で
あ
っ
て
、
言
語
主
体
（
併
）
が
自
分
自
身

の
行
為
に
つ
い
て
判
断
し
直
接
表
明
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

㊦
太
子
ノ
カ
ヒ
タ
マ
ヒ
ケ
ル
鶴
卜
害
鳥
ノ
侍
ケ
ル
ニ
ム
カ
ヒ
テ
ノ
タ
マ
フ
ヤ
ウ
「
（
略
）
ワ
レ
ラ
コ
ソ
虚
空
‡
ト
バ
ネ
。
鳥
ハ
ソ
ラ
ヲ

ト
フ
コ
ト
ヲ
ユ
タ
リ
。
汝
カ
ク
ヒ
ニ
滑
息
ヲ
ツ
ケ
ム
。
太
子
ニ
タ
ツ
ネ
チ
タ
テ
マ
ツ
レ
」
ト
ノ
タ
マ
ウ
ニ
　
〈
法
華
百
座
間
書
抄
　
ウ

班
）

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
二

正
に
待
遇
上
位
者
た
る
言
寧
王
体
（
太
子
の
父
母
）
が
待
遇
下
位
者
（
鵡
ト
イ
フ
鳥
）
に
対
し
て
、
自
身
の
判
断
（
意
志
）
を
直
接
に
表
明
し
た

例
で
あ
る
。
し
か
し
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
会
話
文
の
言
語
主
体
で
あ
る
父
母
が
「
太
子
ノ
カ
ヒ
ク
マ
ヒ
ケ
ル
鵡
ト
イ
フ
鳥
」
に
太
子
へ
の

、

　

、
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ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

消
息
を
託
し
「
タ
テ
マ
ツ
」
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
太
子
に
対
す
る
敬
意
の
心
理
が
働
き
、
心
理
的
な
待
遇
関
係
は
上
位
者
か
ら
下
位
者

へ
で
は
な
く
、
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
或
は
対
等
の
関
係
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

①
王
大
音
ヒ
テ
云
ク
「
日
次
キ
。
用
サ
ル
事
ハ
二
日
ヒ
三
ッ
こ
ハ
不
適
ス
不
知
㍗
汝
力
常
二
多
ク
票
フ
事
ヲ
ハ
今
所
云
裁
也
汝
力
事
二
随
ハ
ム
」
ト

讃
メ
テ
不
狩
シ
テ
還
ヌ
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
2
5
ウ
3
）

㊦
「
誰
力
皆
暫
ノ
命
ヲ
不
情
鍔
明
日
ス
行
カ
ム
事
ハ
次
テ
。
富
小
壷
遁
シ
今
夜
ノ
残
ノ
命
ヲ
捨
テ
今
日
死
ナ
ム
事
ハ
愁
フ
ト
有
」
卜
云
へ
ハ
鹿
ノ
王
ノ
云

ク
「
此
ノ
愁
モ
可
然
シ
吾
レ
今
日
フ
汝
二
替
テ
命
ヲ
捨
テ
ム
」
卜
云
テ
自
ラ
出
テ
蕗
キ
メ
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
2
6
オ
8
）

①
偽
ヲ
説
テ
「
我
ハ
是
実
ノ
畜
生
也
（
中
略
）
吾
レ
今
日
ヨ
リ
始
テ
諸
ノ
鹿
ヲ
不
食
ハ
シ
此
誓
ヒ
ヲ
成
シ
テ
囲
ノ
内
二
勅
ヲ
下
シ
テ
狩
り
為
ム
者
ノ
ヲ
ハ
罪
ミ

為
ム
」
ト
誠
メ
テ
則
此
ノ
野
ヲ
以
テ
鹿
ノ
薗
ト
成
テ
キ
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
2
7
オ
l
V

⑦
王
弥
ヨ
怖
リ
思
テ
宣
バ
ク
「
我
レ
誤
テ
孝
子
ヲ
殺
ッ
是
ノ
罪
甚
重
シ
悲
哉
少
ノ
昧
ヲ
求
力
為
二
重
キ
罪
ム
ト
為
ル
事
ト
何
誓
汝
ヲ
生
ケ
ゴ
ト
泣
ク
手

㌢
箭
ヲ
抜
キ
給
ヌ
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
4
4
ウ
2
）

㊤
王
弥
ヨ
悲
ヒ
泣
テ
宣
給
ク
「
汝
終
。
不
生
ハ
我
更
。
不
還
ラ
シ
永
ク
此
山
二
留
テ
汝
二
替
テ
祖
ヲ
養
ハ
蔚
ノ
天
龍
神
皆
此
ノ
事
ヲ
聞
ケ
（
以
下
略
）
」

（
三
宝
絵
詞
　
上
4
4
ウ
7
）

㊦
王
答
へ
給
フ
「
我
ハ
此
ノ
国
ノ
王
也
汝
力
出
二
人
テ
道
ヲ
行
㌢
聞
テ
故
ラ
ニ
来
テ
供
養
㌣
為
ル
也
」
ト
宣
給
へ
ハ
　
（
三
宝
絵
詞
上
亜
ウ

8
）

㊦
王
不
堪
シ
テ
涙
ヲ
流
シ
テ
宣
ク
「
（
略
）
吾
レ
山
l
大
テ
鹿
ヲ
射
㍊
誤
テ
汝
力
子
二
号
其
ノ
事
ノ
悲
当
依
テ
故
完
ッ
ル
也
今
ハ
只
吾
ヲ
響
子
二
番

テ
養
ハ
ム
」
卜
宣
ヘ
ハ
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
4
6
オ
8
）

㊥
国
王
大
キ
。
悔
イ
給
ヒ
テ
「
自
今
リ
後
ニ
ハ
汝
力
如
教
二
有
ラ
ム
」
卜
宣
給
フ

（
三
宝
絵
詞
　
上
4
8
オ
7
）



ヽ

　

ヽ

　

ヽ

①
～
㊥
の
例
は
、
社
会
的
地
位
（
身
分
）
に
よ
る
上
下
関
係
で
は
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
会
話
文
で
あ
る
が
、
心
理
的
な
待
遇
上
の
関
係
は

寧
ろ
下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
或
は
対
等
な
立
場
で
の
（
意
志
）
の
表
明
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

①
㊦
⑦
は
同
一
説
話
内
で
の
例
で
あ
る
。
①
①
は
「
国
王
」
か
ら
「
鹿
ノ
王
」
　
へ
の
会
話
文
で
あ
る
が
、
対
等
な
立
場
の
「
王
」
と
し
て

待
遇
し
て
い
る
か
、
或
は
自
分
の
行
為
の
過
ち
を
誠
め
ら
れ
た
者
の
立
場
と
し
て
心
理
的
に
は
「
国
王
」
の
側
に
「
鹿
ノ
王
」
に
対
す
る
下

位
者
の
意
識
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
㊦
は
「
鹿
ノ
王
」
か
ら
「
鹿
」
　
へ
の
会
話
で
あ
る
が
待
遇
関
係
の
情
況
は
①
①
と
同
様
で
あ
る
。

㊦
～
㊥
も
同
一
説
話
内
で
の
例
で
、
「
国
王
」
か
ら
「
施
元
」
と
い
う
人
物
と
そ
の
「
祖
」
へ
の
会
話
文
で
あ
る
。
社
会
的
地
位
で
は
当
然
「
国

王
」
は
上
位
者
で
あ
り
「
施
元
」
・
「
祖
」
は
下
位
者
で
あ
る
が
、
誤
っ
て
射
殺
す
こ
と
に
な
る
孝
子
「
施
元
」
と
そ
の
「
祖
」
に
対
す
る
「
悔
」

の
気
持
ち
か
ら
、
心
理
的
に
は
既
に
「
国
王
」
は
両
者
に
対
し
て
自
ら
を
上
位
者
と
は
し
て
い
な
い
。
会
話
に
お
け
る
待
遇
表
現
は
、
そ
の

言
語
主
体
が
対
者
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
か
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
上
下
関
係
よ
り
も
心
理
的
な
待
遇
意

識
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
が
話
者
の
表
現
に
反
映
さ
れ
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
ま
た
、
仏
教
説
話
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
斯
る
上
下
関

係
の
逆
転
や
接
近
と
、
そ
の
表
現
へ
の
反
映
は
必
然
の
こ
と
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

シ
ヤ
ウ

㊥
天
下
ニ
セ
ン
シ
ヲ
ク
タ
シ
テ
「
イ
キ
タ
ラ
ム
師
子
ノ
血
ト
リ
テ
タ
テ
マ
ツ
リ
タ
ラ
ム
モ
ノ
こ
ハ
マ
ウ
サ
ウ
ニ
シ
タ
カ
ヒ
テ
其
賞
ヲ
ヲ
コ

ナ
ヒ
又
オ
ホ
ク
ノ
タ
カ
ラ
ヲ
タ
マ
ハ
セ
ム
」
ト
ア
リ
ケ
ル
ヲ
キ
～
テ
　
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
　
ウ
1
6
9
）

⑦
阿
禰
陀
如
来
ノ
法
蔵
比
丘
ノ
イ
ニ
シ
へ
タ
テ
給
フ
ト
コ
ロ
ノ
≠
八
ノ
願
ノ
中
二
オ
イ
テ
（
中
略
）
ヒ
ト
ツ
ノ
願
ニ
ブ
タ
マ
ヘ
ル
ハ
「
若
シ
衆

卜

生
ア
リ
テ
四
重
ヲ
オ
カ
シ
五
逆
ヲ
ツ
ク
レ
ラ
ム
モ
ノ
ナ
リ
ト
モ
命
終
ノ
時
我
名
競
ヲ
十
度
ヒ
ト
ナ
フ
ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
元
量
億
劫
ノ
罪
ヲ
ノ

ソ
キ
テ
我
ト
諸
′
音
ト
共
ト
モ
二
乗
テ
我
国
ニ
ム
カ
ヘ
ム
」
ト
ノ
タ
マ
ヘ
ル
コ
ソ
　
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
　
ウ
3
6
3
）

㊤
次
ノ
願
ニ
「
我
力
名
ヲ
ト
ナ
フ
ル
モ
ノ
ア
ラ
バ
其
人
命
終
ノ
時
二
其
ノ
心
ヲ
散
乱
㌍
”
念
彿
ヲ
オ
コ
タ
ラ
シ
メ
ス
シ
テ
我
レ
拝
二
諸
ノ
弄
ト
其
ノ

所
二
行
キ
テ
善
知
識
ト
ナ
リ
テ
我
力
図
二
ム
カ
ヘ
ム
」
ト
ノ
タ
マ
ヘ
ル
コ
ソ
　
　
（
法
華
百
座
間
書
　
ウ
謂
）

⑦
王
国
二
返
テ
普
ク
告
テ
宣
給
バ
ク
「
諸
ノ
目
盲
㌢
父
母
有
テ
施
元
力
如
ク
ニ
有
ラ
ム
類
ヒ
ハ
皆
営
二
可
助
養
シ
若
シ
悩
シ
犯
ス
輩
有
ラ
バ
重
キ
罪
二
軍
ア

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

ム
」
ト
宣
給
フ
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
上
4
8
ウ
5
）

㊦
軍
産
宣
ア
リ
テ
乃
給
バ
ク
「
兵
人
等
オ
ホ
ク
コ
ロ
シ
ツ
其
罪
ヲ
ウ
シ
ナ
ハ
ム
カ
タ
メ
こ
放
生
会
ヲ
毎
年
二
行
フ
ヘ
シ
」
コ
レ
ニ
コ
リ
テ
諸

国
ニ
イ
ハ
ゝ
レ
給
ヘ
ル
所
主
ハ
カ
ナ
ラ
ス
海
ノ
遽
川
ノ
畔
也
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
下
6
3
ウ
7
）

㊥
の
言
語
主
体
は
待
遇
上
位
者
（
国
王
）
で
あ
る
が
、
そ
の
言
語
主
体
が
（
意
志
）
を
直
接
に
発
言
し
た
口
頭
の
文
で
は
な
く
、
「
宣
旨
」
と

し
て
間
接
的
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㊦
㊤
も
同
様
に
、
「
阿
弥
陀
如
来
法
蔵
比
丘
」
が
「
イ
こ
シ
ヘ
タ
テ
給
」
た
願
で
「
我
国
こ
ム
カ
ヘ

ム
」
と
「
ノ
タ
マ
」
う
た
事
が
間
接
的
に
、
「
ノ
タ
マ
」
う
た
言
語
主
体
と
は
異
な
る
話
者
に
よ
っ
て
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㊦
㊦
も
そ
れ

ぐ
「
王
」
の
「
告
」
給
う
た
宣
旨
や
「
託
宣
」
の
内
容
が
間
接
的
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㊦
は
ま
た
㊥
～
㊥
と
同
様
、
言
語
主
体

の
判
断
（
意
志
）
表
現
で
も
な
い
。

㊤
行
満
座
主
ノ
イ
バ
ク
「
昔
キ
ゝ
キ
智
者
大
師
乃
給
バ
ク
『
我
窄
ア
ノ
チ
ニ
二
百
余
歳
二
ハ
シ
メ
テ
東
ノ
囲
ニ
シ
テ
ワ
カ
法
ヲ
ヒ
ロ
メ
ム
』

ト
乃
給
へ
リ
ヒ
シ
リ
ノ
ミ
コ
ト
タ
カ
ハ
ス
シ
テ
今
コ
ノ
人
二
ア
ヘ
リ
（
以
下
略
）
」
　
　
（
三
宝
絵
詞
　
下
1
1
オ
6
）

こ
れ
も
待
遇
上
位
者
た
る
「
智
者
大
師
」
が
直
接
に
口
頭
で
「
乃
給
」
た
場
面
で
は
な
く
、
そ
れ
を
間
接
的
に
「
行
満
座
主
」
が
伝
え
た
も

の
で
あ
る
。

㊦
禰
勒
ノ
ノ
ク
マ
ウ
ヤ
ウ
「
ワ
レ
ヒ
ト
ツ
ノ
功
徳
ヲ
ナ
ム
汝
カ
タ
メ
こ
説
力
想
コ
レ
ヨ
リ
ノ
チ
長
ク
三
悪
道
ヲ
ハ
ナ
レ
テ
九
±
劫
カ
ホ
ト

天
輪
聖
王
ノ
報
ヲ
ウ
ケ
テ
ソ
ノ
ゝ
チ
備
こ
ナ
ム
ナ
ル
へ
キ
」
ト
シ
ル
セ
リ
　
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
　
オ
n
n
n
豊

「
弥
勒
ノ
ノ
ク
マ
ウ
ヤ
ウ
」
と
前
置
し
て
あ
る
の
で
、
「
説
カ
ム
」
と
い
う
弥
勒
の
直
接
的
判
断
（
意
志
）
表
現
の
口
頭
文
と
思
わ
れ
る
が
、
後

に
「
ト
シ
ル
セ
リ
」
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
間
接
的
表
現
で
あ
っ
て
口
頭
文
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

先
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
『
却
療
忘
記
』
と
『
光
言
句
義
釈
聴
集
記
』
に
お
け
る
A
の
用
例
は
除
外
し
た
が
、
右
の
考
察
に
基
づ
い
て
そ
の

用
例
（
二
五
例
）
を
検
討
し
て
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
看
取
で
き
る
。
資
料
の
記
述
内
容
上
の
特
殊
性
も
あ
る
が
、
言
語
主
体
が
自
身
の

判
断
（
意
志
）
を
直
接
に
表
明
し
た
口
頭
の
例
は
な
く
、
第
三
者
の
判
断
（
意
志
）
を
間
接
的
に
述
べ
た
も
の
ば
か
り
と
言
え
る
。



四
、
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
比
較

（
意
志
）
表
現
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
今
一
度
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
用
例
を
、
別
の
角

度
か
ら
も
検
討
し
た
上
で
、
両
者
の
特
徴
を
ま
と
め
て
み
た
い
。

「
む
」
や
「
べ
し
」
が
（
意
志
）
表
現
と
な
り
得
る
の
は
一
人
称
主
語
に
対
応
す
る
述
語
に
付
い
た
場
合
に
限
ら
れ
、
一
人
称
以
外
の
外
界

の
事
物
に
対
応
す
る
述
語
に
付
い
た
場
合
は
少
な
く
と
も
〈
意
志
〉
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
次
の
如
き
〈
意
志
〉
表
現
の
例
が
あ
る
。

○
髪
ヲ
取
テ
打
伏
テ
フ
マ
へ
ツ
。
鬼
ハ
放
レ
ム
ノ
＼
ト
ス
レ
ト
モ
ツ
ヨ
ク
フ
マ
ヘ
タ
レ
ハ
頭
ノ
ヒ
シ
ク
ル
様
ニ
ス
レ
ハ
　
〈
打
開
集
〉

○
彿
ノ
ノ
タ
マ
フ
ヤ
ウ
二
（
略
）
コ
レ
ニ
此
人
ツ
カ
レ
コ
ウ
シ
テ
カ
ヘ
リ
ナ
ム
ト
セ
ム
時
ヒ
ト
リ
ノ
道
チ
シ
ル
へ
ノ
タ
ノ
モ
シ
ク
彼
ノ
道

ノ
ア
リ
サ
マ
ヲ
シ
レ
ラ
ム
カ
（
以
下
略
）
」
　
　
（
法
華
百
座
間
書
抄
）

右
二
例
は
と
も
に
（
意
志
）
の
用
法
の
「
む
」
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
言
語
主
体
は

文話会 思

惟
文

地

の
文

詞

動

類

助

種の文

C B A

38 57 04 48 0 甲

む

01 6 7 41 0
08 乙

1 3 21 3 1 甲
ベ

し
0 0 0 0 0 乙

そ
れ
ぐ
記
録
者
・
「
彿
」
で
あ
る
の
で
、
「
む
」
を
含
む
述
語
部
に
対
応
す
る
主
語
「
鬼
」

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
此
人
」
は
言
語
主
体
以
外
の
第
三
者
（
つ
ま
り
三
人
称
主
語
）
で
あ
る
と
形
式
上
は
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
意
味
上
は
「
鬼
ハ
（
ワ
レ
）
放
レ
ム
ノ
＼
ト
ス
レ
ト
モ
」
「
此
人
（
ワ

レ
）
カ
ヘ
リ
ナ
ム
ト
セ
ム
時
」
と
い
う
気
拝
で
あ
る
の
で
、
意
味
上
は
一
人
称
主
語
と
し

て
考
え
て
よ
い
。
表
I
の
分
類
は
形
式
上
の
主
語
で
は
な
く
意
味
上
の
主
語
で
考
え
、

斯
様
な
例
も
一
人
称
主
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
（
意
志
）
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
む
」
と
「
べ
し
」
を
、
形
式
上
の
主
語
（
言

語
主
体
）
と
意
味
上
の
主
語
と
が
一
致
す
る
も
の
（
甲
）
と
一
致
し
な
い
も
の
（
乙
）
と

に
分
け
て
用
例
数
を
示
し
た
の
が
表
H
で
あ
る
。
表
H
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
べ
し
」

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
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二
〇
六

に
お
い
て
は
形
式
上
の
主
語
（
言
語
主
体
）
と
意
味
上
の
主
語
と
が
一
致
し
た
例
し
か
な
い
（
先
述
の
「
べ
し
」
の
特
徴
を
裏
づ
け
て
い
る
）
が
、

「
む
」
に
お
い
て
は
一
致
し
な
い
例
が
相
当
数
存
す
る
。
特
に
地
の
文
に
お
い
て
は
そ
の
特
徴
が
頗
著
（
全
例
が
乙
）
で
あ
り
、
言
語
主
体
が

第
三
者
の
（
意
志
）
を
「
む
」
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
思
惟
文
や
会
話
文
に
お
い
て
も
、
言
語
主
体
が
第
三
者
の
（
意

志
）
に
つ
い
て
表
現
し
た
例
（
乙
の
例
）
は
「
む
」
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。
但
し
、
冒
頭
で
断
っ
た
様
に
考
察
の
対
象
を
限
定
し
た
の
で
、
こ
こ

で
の
ま
と
め
は
「
中
世
」
の
「
和
漢
混
清
文
」
に
用
い
ら
れ
た
、
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
（
意
志
）
の
用
法
の
特

徴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
む
」
　
の
特
徴

○
言
語
主
体
が
第
三
者
の
判
断
（
意
志
）
を
間
接
的
に
述
べ
る
場
合
に
専
ら
用
い
る
。
〔
表
H
I
の
分
類
乙
項
目
の
用
例
は
「
む
」
に
し
か
拾

え
な
い
〕

○
待
遇
上
位
者
た
る
言
語
主
体
が
待
遇
下
位
者
に
対
し
て
、
自
身
の
判
断
（
意
志
）
を
直
接
に
表
明
す
る
場
合
に
は
用
い
な
い
。
従
っ
て
、

待
遇
関
係
が
対
等
で
あ
る
者
や
上
位
者
に
対
し
て
、
或
は
待
遇
関
係
が
意
識
さ
れ
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
〔
表
I
・
H

の
分
類
A
項
目
の
用
例
は
殆
ど
皆
無
に
等
し
い
〕

「
べ
し
」
　
の
特
徴

○
言
語
主
体
が
自
分
自
身
の
判
断
（
意
志
）
を
、
相
手
を
眼
前
に
し
て
口
頭
で
（
会
話
文
と
い
う
形
を
と
っ
て
）
直
接
に
表
明
す
る
場
合
に
用

い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
〔
表
H
の
分
類
乙
項
目
の
用
例
が
「
べ
し
」
に
は
皆
無
で
あ
る
。
か
つ
（
意
志
）
の
確
例
で
、
そ
の
特
徴
と

見
な
し
得
る
の
は
会
話
文
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
〕

○
就
中
、
待
遇
上
位
者
が
自
分
自
身
の
判
断
（
意
志
）
を
、
待
遇
下
位
者
た
る
相
手
を
眼
前
に
し
て
、
口
頭
で
（
会
話
文
と
い
う
形
を
と
っ
て
）

直
接
に
表
明
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
〔
各
表
の
分
類
A
項
目
に
お
け
る
用
例
が
（
意
志
）
以
外
に
そ
の
意
味
・



用
法
を
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
「
む
」
と
の
関
係
を
特
徴
的
に
と
ら
え
得
る
〕

（20）

○
相
手
を
眼
前
に
置
か
な
い
地
の
文
や
思
惟
文
で
用
い
ら
れ
る
場
合
（
そ
れ
を
（
意
志
）
と
見
な
す
な
ら
ば
）
、
客
観
的
前
提
条
件
が
示
さ
れ
、

論
理
的
に
可
能
・
必
然
と
判
断
さ
れ
た
内
容
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
〔
「
む
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
べ
し
」
の
持
つ
本
質
的
憧
格
（
（
推

量
）
の
そ
れ
に
通
ず
る
）
　
の
差
異
を
反
映
し
た
も
の
と
見
な
し
得
る
〕

む
す
び
に
か
え
て
　
（
「
欲
・
将
」
と
「
可
」
）

最
後
に
「
む
」
と
「
べ
し
」
に
そ
れ
、
ぐ
・
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
漢
字
表
記
の
「
欲
・
将
」
と
「
可
」
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
と
思
う
。

こ
れ
ら
は
、
漢
文
を
日
本
語
文
に
訓
読
す
る
際
に
補
読
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
助
動
詞
の
中
で
、
漢
文
に
お
け
る
意
味
・
用
法
と
国
語
助
動

詞
の
意
味
・
用
法
と
が
密
接
に
関
連
し
、
漢
字
に
国
語
助
動
詞
の
訓
み
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
関
連
が
日
本
人
が
国
語

文
を
表
現
す
る
場
合
に
も
密
接
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
の
片
仮
名
文
の
よ
う
な
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
、
助
動
詞
「
む
」
や
「
べ
し
」
が

漢
字
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
語
文
に
お
け
る
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
関
係
や
そ
れ
ぐ
の
性
格
は

漢
字
表
記
の
場
合
に
も
そ
の
用
字
選
択
や
用
法
に
意
識
的
に
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
漢
字
表

記
に
よ
る
も
の
の
意
味
・
用
法
を
検
討
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
然
和
化
漢
文
に
お
け
る
用
字
に
顧
現
す
る
等
な
の
で

そ
れ
を
見
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
和
化
漢
文
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
和
漢
混
清
文
の
中
で
も

和
化
漢
文
的
要
素
の
比
較
的
に
濃
い
『
明
恵
上
人
夢
記
』
を
調
査
の
対
象
資
料
と
し
た
考
察
の
一
端
を
述
べ
、
今
後
の
足
掛
り
と
し
た
い
。

表
l
と
同
じ
要
領
で
「
む
」
「
べ
し
」
と
「
欲
・
将
」
「
可
」
（
『
明
恵
上
人
夢
記
』
で
は
こ
の
三
字
種
が
主
と
な
る
）
に
つ
い
て
、
そ
の
用
例
数

を
示
し
た
の
が
表
Ⅳ
で
あ
る
。
「
む
」
「
べ
し
」
は
、
補
読
を
必
要
と
す
る
場
合
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
実
際
に
仮
名
で
表
記
さ
れ
た
も
の
だ

け
を
対
象
と
し
た
の
で
、
極
僅
か
な
用
例
し
か
な
い
。
ま
た
「
じ
」
「
ま
じ
」
が
仮
名
表
記
で
使
用
さ
れ
た
例
は
な
い
。

仮
名
表
記
の
「
む
」
と
「
べ
し
」
に
つ
い
て
は
、
「
む
」
に
既
に
述
べ
て
き
た
と
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
、
「
べ
し
」
に
〈
意
志
〉
表
現

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
七



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

記夢人上恵明 料資

文話会 思
惟
文

地
の
文

類種の文
C B A

1 3 5 5 志意 ‾
人
称 む他のそ

1 9 1 外以称人】

志意 ‾
人
称 ベ

し2 他のそ

1 3 1 外以称人ー

2 3 82 志意 ‾
人
称 欲他のそ

外以称人一

22 志意 ‾
人
称 将他のそ

外以称人一

4 5 6 志意 ‾
人
称 可2 2 1 5 他のそ

51 6 41 71 72 外以称人一

の
例
は
見
出
せ
な
い
。

（21）

漢
字
表
記
の
「
欲
・
将
」
は
、
「
ム
ト
ス
」
或
は
「
マ
サ
こ
～
ム
ト
ス
」
と
訓
む
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
表
わ
す
意
味
は
全
例
が
（
意
志
）

と
と
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
（
意
志
）
と
そ
の
他
の
用
法
と
の
区
別
が
こ
ゝ
で
は
一
層
困
難
で
あ
る
の
で
、
文
脈
や
表
現
内
容
を
詳
細
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
そ
の
結
果
分
類
を
再
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
先
の
基
準
（
人
称
に
よ
る
区
別
）
に
照
ら

し
て
考
え
る
限
り
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ム
ト
ス
」
と
訓
む
こ
と
と
の
関
連
が
強
く
、
ト
ス
を
添

ぇ
る
こ
と
が
、
そ
の
動
作
・
行
為
の
主
が
言
語
主
体
自
身
で
あ
る
場
合
は
勿
論
の
こ
と
、
言
語
主
体
以
外
で
あ
る
場
合
も
そ
れ
を
一
人
称
主

語
の
内
容
（
動
作
・
行
為
に
つ
い
て
の
判
断
が
（
意
志
）
で
あ
る
こ
と
）
に
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
有
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

で
は
、
所
謂
推
量
表
現
は
何
で
表
わ
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
補
読
さ
れ
る
べ
き
「
む
」
や
「
べ
し
」
と
「
可
」
字
に
依
っ
た
の
で
あ



ろ
う
。「

欲
」
と
「
将
」
と
の
間
の
意
味
・
用
法
上
の
差
異
に
つ
い
て
見
る
と
、
顕
著
な
差
異
は
な
い
と
言
っ
て
良
い
の
で
あ
る
が
、
思
惟
文
と

会
話
文
に
用
い
ら
れ
た
の
は
「
欲
」
の
み
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
純
粋
に
言
語
主
体
自
身
の
判
断
（
意
志
）
を
表
明
す
る
際
に
は
、
「
将
」

よ
り
も
専
ら
「
欲
」
を
用
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
欲
」
字
に
「
オ
モ
フ
」
「
オ
モ
ヘ
ラ
ク
」
の
訓
が
与
え

（22）

ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
用
字
や
性
格
の
一
面
を
窺
わ
せ
て
い
る
と
考
え
得
る
。

○
京
連
埠
虚
二
有
l
在
房
土
師
ト
与
二
在
二
此
虞
一
師
忽
二
出
テ
外
へ
行
給
予
御
迭
二
庭
へ
下
ル
一
丁
許
行
テ
上
師
令
レ
止
給
フ
予
思
ク
京
ニ
チ
ハ
不
レ

知
迎
二
良
二
欲
レ
温
甥
　
　
（
9
・
3
5
　
思
惟
）

○
予
撃
掌
之
葱
反
成
t
を
身
女
人
t
即
心
思
明
日
往
二
他
所
一
可
レ
有
二
悌
華
夢
由
縁
一
欲
レ
往
二
彼
所
一
可
三
相
具
二
彼
所
女
人
烏
レ
悦
二
相
朋
一

八
1
0
・
1
7
5
　
思
惟
）

○
浄
水
流
出
演
二
予
之
遽
身
衰
後
心
欲
レ
見
二
予
之
賓
鉢
一
其
面
忽
如
二
明
鏡
彿
≧
遍
身
如
二
明
鏡
一
　
八
1
0
・
猫
　
思
惟
）

○
明
日
彿
事
を
以
二
使
者
白
日
釆
僻
事
結
構
之
間
公
丁
走
過
了
後
欲
レ
入
二
見
参
萌
日
ハ
時
己
耳
ハ
可
レ
有
二
備
事
衰
以
前
又
可
レ
夢
恵
J
之

由
ヲ
云
≧
　
　
（
8
・
1
1
9
　
会
話
）

○
以
二
起
信
充
上
巻
奥
呑
レ
讃
二
義
林
房
井
成
仙
房
義
林
房
云
下
巻
ヲ
又
可
レ
讃
レ
之
印
云
欲
レ
讃
二
此
下
撃
心
甚
猶
預
又
怖
長
尤
切
也
云
〝

（
1
0
・
鵬
　
会
話
）

ま
た
表
H
で
行
っ
た
よ
う
に
、
形
式
上
の
主
語
（
言
語
主
体
）
と
意
味
上
の
主
語
と
が
一
致
す
る
も
の
（
甲
）
と
一
致
し
な
い
も
の
（
乙
）

と
に
分
け
る
と
、
「
欲
」
「
将
」
の
両
者
と
も
に
甲
・
乙
の
用
例
が
あ
る
が
、
「
欲
」
は
甲
一
九
例
（
5
8
％
）
・
乙
一
四
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
将
」

は
甲
八
例
（
3
6
％
）
・
乙
一
四
例
で
あ
っ
て
（
参
考
ま
で
に
、
「
可
」
は
一
五
例
の
総
て
が
甲
類
で
あ
る
）
、
甲
類
の
表
現
に
は
「
将
」
よ
り
も
「
欲
」

の
方
を
用
い
る
こ
と
が
割
合
と
し
て
は
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
点
か
ら
も
、
純
粋
に
言
語
主
体
が
自
分
自
身
の
判
断
（
意
志
）

を
表
明
す
る
際
は
、
「
将
」
よ
り
も
「
欲
」
を
用
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
　
に
つ
い
て
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二
一
〇

ツ
ク
ル

㊦
片
方
金
薄
土
鉢
現
セ
リ
下
ヲ
土
二
テ
造
力
キ
ト
覚
ユ
予
勒
二
進
諸
人
一
欲
レ
奉
レ
鋳
直
二
諸
人
之
依
用
も
不
定
二
思
テ
不
二
結
構
一
云
：
　
　
（
1
0
・

那
血

㊦
自
二
地
蔵
堂
一
還
月
暗
テ
宿
二
瀧
四
郎
之
許
一
夢
欲
レ
参
二
春
日
御
社
一
今
日
也
ト
思
テ
賭
二
行
水
一
云
。
　
（
6
・
4
）

⑳
同
十
五
日
夜
夢
乳
一
鉢
ヲ
持
有
二
白
犬
一
疋
一
欲
レ
食
レ
之
即
覚
了
　
　
（
7
・
1
1
6
）

◎
自
二
此
竹
林
一
鼠
軟
イ
タ
チ
等
類
ク
ヰ
イ
タ
シ
テ
殺
レ
之
云
、
．
又
ヒ
サ
ゝ
ヒ
我
前
ヲ
過
テ
後
ノ
木
二
将
レ
到
之
ヲ
立
塞
テ
不
レ
過
云
、
、
　
（
7
・

2
6
）

最
後
に
、
「
可
」
字
に
つ
い
て
み
る
と
、
（
意
志
）
表
現
に
用
い
ら
れ
た
も
の
が
一
五
例
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
全
用
例
を
次
に
示
す
。

〔
地
の
文
〕

④
覚
後
二
八
名
経
ヲ
可
レ
讃
歌
ト
思
二
後
日
二
撰
二
此
式
一
以
後
於
二
備
前
一
可
二
所
請
一
可
不
之
由
思
レ
之
虞
案
ス
レ
ハ
此
夢
ハ
即
禰
勒
印
二
可
之
一
給
夢

相
也
　
　
（
1
0
・
2
5
2
）

⑧
外
戸
有
二
諸
人
一
之
心
地
ス
予
近
レ
之
印
奉
二
慣
付
予
之
左
耳
二
富
テ
答
日
賓
ツ
ル
也
予
深
ク
哀
傷
可
レ
奉
レ
間
二
不
審
二
　
　
八
1
0
・
2
8
2
）

④
有
二
道
忠
僧
都
】
在
二
予
之
後
一
心
有
二
不
審
一
考
可
レ
間
レ
之
即
可
レ
夢
走
草
之
由
ヲ
思
テ
間
日
ク
可
レ
住
二
棋
軍
歌
答
云
ホ
也
　
　
へ
1
0
・

用
）

⑧
又
夢
上
師
在
二
重
鷺
山
t
予
共
待
レ
之
印
可
レ
奉
レ
見
之
由
心
庶
二
磯
之
一
間
也
　
　
（
9
・
9
1
）

㊥
寛
喜
二
年
十
二
月
可
レ
讃
二
梵
網
侍
奥
疏
一
之
事
思
二
立
之
壷
ハ
間
案
二
喜
海
法
師
共
不
共
之
事
一
　
八
1
1
・
7
）

①
上
師
此
返
事
無
二
其
謂
一
之
由
ヲ
被
レ
仰
レ
ハ
嘆
恐
ノ
候
へ
ハ
。
ソ
申
七
然
ハ
可
レ
申
候
と
申
テ
即
取
レ
硯
可
レ
書
こ
進
其
由
一
之
結
構
ア
リ

（
1
0
・
5
2
7
）

〔
思
惟
文
〕

⑧
此
廿
八
日
以
前
夢
板
木
二
禰
勒
脛
ノ
二
三
枚
ナ
ル
ヲ
押
付
タ
リ
如
二
印
レ
脛
時
】
ク
押
付
タ
リ
此
ヲ
放
テ
可
レ
讃
ト
思
フ
覚
後
二
八
名
経
ヲ
可
レ
講
釈
ト



思

二

　

　

　

へ

1

0

・

2

5

0

2

5

1

）

⑧
忽
及
成
こ
生
身
女
人
一
郎
心
思
明
日
往
二
他
所
一
可
二
有
僻
事
t
夢
一
結
線
一
欲
レ
往
二
彼
所
一
可
三
相
二
具
彼
所
一
　
八
1
0
・
撒
）

①
然
ハ
可
レ
申
候
と
申
テ
即
取
レ
硯
可
レ
書
二
進
其
由
一
之
結
構
ア
リ
余
取
繚
テ
可
レ
進
之
由
ヲ
思
テ
待
レ
之
云
l
　
　
（
1
0
・
5
2
8
）

①
見
二
翠
此
本
巻
室
恵
レ
居
二
此
虞
一
二
心
思
我
前
房
巳
二
破
誓
然
此
奄
室
如
レ
故
敢
不
レ
用
二
狗
努
一
須
レ
居
レ
之
作
二
此
思
準
之
際

（
5
・
1
3
）

〔
会
話
文
〕

⑧
新
宰
相
殿
御
前
歩
行
被
レ
来
快
面
近
住
脛
二
一
宿
t
無
二
還
去
気
色
一
成
弁
怪
聞
日
是
不
レ
思
二
只
事
一
是
明
神
御
前
軟
答
日
ホ
也
可
レ
申
事
ア
リ

テ
釆
也
　
　
（
7
・
6
9
）

①
心
二
思
バ
ク
後
生
吉
テ
此
ヲ
志
ハ
何
ニ
チ
モ
ア
リ
ナ
ム
現
世
二
人
前
ニ
テ
何
ト
モ
可
レ
在
ハ
。
ソ
ハ
ト
被
レ
云
ト
思
フ
又
白
言
常
如
レ
此
可
レ
令
二
護
持
一
答
日

ホ
也
　
　
（
1
0
・
2
0
）

㊧
以
二
起
信
売
上
等
畢
令
レ
讃
二
義
林
房
井
成
仙
房
一
義
林
房
云
下
巻
ヲ
又
可
レ
讃
レ
之
即
云
鋤
レ
讃
二
此
下
巻
一
心
甚
猶
預
又
怖
畏
尤
切
云
；

（
1
0
・
勅
）

㊥
上
師
此
返
事
無
二
其
謂
一
之
由
被
レ
仰
レ
ハ
嘆
恐
ノ
候
へ
ハ
。
ソ
申
七
然
ハ
可
レ
申
候
と
申
テ
即
取
レ
硯
可
レ
書
二
進
其
由
一
之
結
構
ア
リ
　
　
（
1
0
・

艦
的

（23）

漢
字
表
記
の
「
可
」
　
（
唯
一
例
の
「
須
」
を
含
め
）
は
、
先
の
表
I
資
料
群
の
「
べ
し
」
と
は
異
な
り
、
待
遇
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
会

話
文
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
な
い
（
こ
れ
は
対
象
資
料
の
記
述
内
容
の
特
殊
性
に
よ
る
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
）
。
し
か
し
、
地
の
文
に
あ
っ
て
さ

え
も
そ
の
動
作
・
行
為
の
主
と
判
断
（
意
志
）
　
の
表
現
者
と
は
同
一
の
言
語
主
体
（
明
恵
自
身
）
　
で
あ
っ
て
、
先
の
乙
類
の
用
例
は
な
い
。
勿

論
思
惟
文
・
会
話
文
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
言
語
主
体
自
身
が
そ
の
判
断
（
意
志
）
を
間
接
的
で
な
く
直
接
に
表
明

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
　
に
つ
い
て
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す
る
の
に
用
い
る
点
で
は
、
表
I
資
料
群
の
仮
名
表
記
「
べ
し
」
と
そ
の
特
徴
を
一
に
し
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
例
が
あ
る
。
先
述
し
た
「
む
」
と
「
べ
し
」
と
の
間
で
認
め
ら
れ
た
と
全
く
同
様
の
関
係
が
、
「
欲
」
と
「
可
」
と
の

用
字
上
の
差
異
に
も
認
め
ら
れ
る
例
と
し
て
㊧
が
挙
げ
ら
れ
る
。
㊧
の
用
例
で
は
、
言
語
主
体
「
義
林
房
」
自
身
が
自
分
の
「
下
巻
を
読
も

う
」
と
い
う
（
意
志
）
を
直
接
に
口
頭
で
表
明
す
る
時
に
は
「
可
」
を
以
て
表
わ
し
、
一
方
他
者
が
そ
の
会
話
文
で
「
貴
方
（
義
林
房
）
の
此

下
巻
を
読
も
う
と
い
う
志
は
甚
だ
疑
わ
し
く
云
、
、
」
と
間
接
的
に
義
林
房
の
（
意
志
）
に
つ
い
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
時
は
「
欲
」
を
以
て
す

る
、
と
い
う
用
字
選
択
上
の
有
意
的
な
区
別
の
あ
る
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
勘
案
し
て
も
、
こ
の
「
べ
し
」
と
漢
字
表
記
「
可
」
と
が
一
致
す
る
点
、
す
な
わ
ち
「
言
語
主
体
が
自
分
自
身
の
判
断
（
意

志
）
　
を
自
ら
直
接
に
表
明
す
る
」
　
と
い
う
こ
と
が
、
（
意
志
）
　
の
意
味
・
用
法
に
お
け
る
「
べ
し
」
　
の
最
も
基
本
的
な
用
法
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
「
べ
し
」
　
（
漢
字
表
記
の
も
の
も
含
め
）
が
訓
点
資
料
や
和
化
漢
文
に
お
い
て
（
意
志
）
の
意
味
・
用
法

を
有
す
る
時
「
む
」
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
、
「
べ
し
」
に
（
意
志
）
の
用
法
が
現
わ
れ
る
の
は
訓
点
資
料
や
和
化
漢
文
と

片
仮
名
文
等
と
で
は
ど
ち
ら
が
先
か
、
或
は
、
そ
れ
ぐ
和
文
資
料
と
の
関
係
で
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
等
々
考
え
る
べ
き
点
は
多
い
。

と
り
あ
え
ず
、
今
後
和
漢
混
清
文
の
中
で
も
対
象
を
拡
げ
用
例
数
を
増
や
し
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
の
考
察
の
結
果
を
一
往

の
目
安
と
し
て
行
こ
う
と
思
う
。

注

（
1
）
　
『
国
語
学
研
究
事
典
』
　
（
明
治
書
院
）
　
等
を
参
照

（
2
）
橋
本
研
一
「
『
つ
べ
し
』
　
と
『
べ
し
』
　
の
原
義
」
　
（
『
金
田
一
博
士
米
寿
記
念
論
集
』
）
　
1
2
貢
～
1
7
貢



（3）

（4）

（5）（6）（7）

（8）（9）（10）

曜
利
用

（12）（13）（14）（15）（16）

（17）（18）（19）

（20）

伊
牟
田
経
久
「
『
む
』
の
活
用
と
意
味
」
（
「
月
刊
文
法
」
昭
和
四
五
年
六
月
号
）

中
西
宇
＝
『
べ
し
』
の
意
味
－
様
相
的
推
定
と
論
理
的
推
定
－
」
（
「
月
刊
文
法
」
昭
和
四
四
年
三
月
号
）

阪
倉
篤
義
「
『
べ
し
』
『
ら
し
≡
ら
む
』
『
け
む
』
に
つ
い
て
」
（
『
佐
伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
』
）

注
（
3
）
論
文
等
を
参
照

注
（
4
）
論
文
等
を
参
照

大
野
晋
「
古
典
語
の
助
動
詞
と
助
詞
」
（
『
時
代
別
作
品
別
解
釈
文
法
』
）
・
福
島
邦
道
「
『
べ
し
』
の
研
究
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
三
三
竺
二
月
）

中
田
祝
夫
「
解
釈
文
法
雑
筆
（
そ
の
二
）
－
完
し
‡
嘗
…
よ
び
そ
の
頑
言
哀
b
I
」
（
「
国
文
学
言
語
と
文
芸
」
昭
和
三
八
年
七
月
）

注
（
4
）
論
文

例
え
ば
『
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
』
⑫
（
明
治
書
院
）
の
欄
頁
に
「
『
べ
し
』
は
推
量
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
『
む
』
に
比
べ
て
強

い
推
量
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
意
志
と
し
て
も
『
当
然
～
す
る
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
強
い
意
志
を
示
す
こ
と
に
な
る
」
（
傍
点

論
者
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
充
分
で
も
現
実
的
で
も
な
い
。

『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
（
学
燈
社
）
の
堀
田
要
治
氏
の
整
理
を
参
照
し
た
。

五
十
嵐
三
郎
「
助
動
詞
の
意
味
－
動
詞
と
の
関
係
」
（
『
続
日
本
文
法
講
座
』
明
治
書
院
）

時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
文
語
篇
』
（
岩
波
書
店
）

森
井
蘭
「
苗
』
の
性
格
－
1
椎
＝
…
芸
の
あ
ら
わ
れ
方
」
（
「
女
子
大
国
文
」
「
五
号
、
昭
和
三
四
年
二
∪
月
）

堀
田
要
治
「
推
量
の
助
動
詞
　
む
（
ぬ
）
」
（
『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
）
等

注
（
8
）
・
（
9
）
論
文

拙
稿
「
和
漢
混
清
文
の
和
文
語
の
受
容
に
つ
い
て
の
二
考
察
－
終
助
詞
〒
・
言
中
↓
に
1
」
（
『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
十
＝
輯
）

『
却
療
忘
記
』
・
『
光
言
句
義
釈
聴
集
記
』
は
と
も
に
明
恵
上
人
が
そ
の
弟
子
に
対
し
て
講
じ
た
内
容
や
教
訓
・
談
話
を
、
そ
の
弟
子
が
整
理
・
筆

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
地
の
文
に
お
い
て
も
そ
の
言
語
主
体
は
筆
録
者
で
な
い
場
合
が
遥
か
に
多
く
、
会
話
文
や
思
惟
文
を
含
め
て
そ

の
殆
ど
が
明
恵
上
人
を
言
語
主
体
と
す
る
。
つ
ま
。
、
基
本
的
に
は
待
遇
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
内
容
が
中
心
と
な
っ
た
資
料
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
「
べ
し
」
の
用
例
①
～
④
を
指
す
。
孟
甲
王
体
が
判
断
し
た
内
容
は
〈
可
能
〉
・
〈
必
然
〉
の
表
現
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
見
る

中
世
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
助
動
詞
「
む
」
・
「
べ
し
」
に
つ
い
て
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こ
と
も
で
き
る
。

（
型
『
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
』
に
依
る
と
、
「
欲
」
に
「
ト
：
ス
」
「
．
セ
．
ム
．
ト
．
ス
」
（
僧
中
四
九
）
、
「
賂
」
に
「
マ
サ
ニ
≧
セ
ン
ト
ス
」
（
備
下

末
八
）
　
の
訓
が
そ
れ
ぐ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
竺
『
観
智
院
本
類
緊
名
義
抄
』
の
僧
中
四
九
参
照
。
ま
た
、
小
林
芳
規
博
士
（
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
頭
の
国
語
史
的
研
究
』
）
に
よ
る

ス

と
、
「
欲
」
に
は
「
ム
ト
ス
」
「
マ
ク
（
コ
ト
ヲ
）
ホ
（
リ
）
　
ス
」
「
ム
ト
オ
モ
フ
」
の
訓
法
が
あ
り
、
「
仏
書
の
訓
法
『
ム
ト
欲
』
」
は
「
院
政
期

後
半
期
か
ら
鎌
倉
期
の
資
料
に
み
え
る
」
（
一
〇
二
貢
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
更
に
、
「
『
ム
ト
オ
モ
フ
』
の
形
で
用
い
ら
れ
る
」
「
そ
の
用
法
は
一

人
称
の
語
に
応
ず
る
か
、
会
話
文
中
に
見
ら
れ
、
『
将
』
の
字
義
と
併
せ
て
意
欲
の
意
を
表
わ
す
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
三

六
二
貢
）
　
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
鬱
『
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
』
に
依
る
と
、
「
可
」
に
「
へ
…
．
シ
」
「
セ
ム
」
（
備
上
七
六
）
、
「
須
」
に
「
ス
へ
シ
」
（
備
下
本
三
〇
）
の
訓
が
そ
れ
ぐ

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

▽
　
最
後
に
本
稿
で
調
査
対
象
と
し
た
資
料
を
掲
げ
て
お
く
。

打
聞
集
　
－
　
東
辻
保
和
『
打
聞
集
の
研
究
と
総
索
引
』
（
清
文
堂
、
昭
和
五
六
年
）
。
法
華
百
座
間
書
抄
　
－
　
小
林
芳
規
『
法
華
首
座
聞
書
抄
総
索

引
』
（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
〇
年
）
。
三
教
指
帰
注
　
－
　
築
島
裕
・
小
林
芳
規
『
中
山
法
華
経
寺
蔵
本
三
教
指
帰
注
総
索
引
及
び
研
究
』
（
武
蔵

野
書
院
、
昭
和
五
五
年
）
。
三
宝
絵
詞
　
－
　
東
寺
観
智
院
本
の
複
製
『
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
、
三
宝
絵
詞
　
明
恵
上
人
伝
』
（
貴
重
本
刊
行
会
、

昭
和
五
九
年
）
。
却
癒
忘
記
・
光
言
句
義
釈
聴
集
記
・
明
恵
上
人
夢
記
　
－
　
『
高
山
寺
資
料
草
書
、
明
恵
上
人
資
料
第
二
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

昭
和
五
三
年
）
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
昭
和
六
三
年
度
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
夏
期
研
究
集
会
に
於
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
基
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿

を
成
す
に
あ
た
り
、
小
林
芳
規
先
生
・
佐
々
木
峻
先
生
の
御
指
導
と
御
助
言
を
賜
っ
た
。
銘
記
し
て
学
恩
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。




