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狂
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い
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干

一
、
は
じ
め
に

日
本
語
の
歴
史
に
於
い
て
は
、
室
町
時
代
を
境
に
し
て
、
古
代
語
と
近
代
語
に
分
か
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
疑
問
表
現
も
こ
の

（1）

期
を
境
に
し
て
画
期
的
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。
特
に
「
内
容
的
疑
問
表
現
」
に
関
し
て
は
、
疑
問
語
と
「
カ
」
「
ヤ
」
と
の
相
関
関
係
に
於
い

て
、
形
態
側
面
や
構
文
的
機
能
の
観
点
か
ら
先
学
の
研
究
が
既
に
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
お
り
、
例
え
ば
、
室
町
時
代
の
「
内
容
的
疑
問
表

（2）

現
」
は
論
理
的
表
現
と
し
て
の
「
疑
問
語
…
…
ぞ
。
」
（
以
下
「
不
定
語
」
を
も
ち
記
述
す
る
）
に
固
定
化
さ
れ
た
と
解
明
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
先



学
の
研
究
に
よ
っ
て
疑
問
表
現
の
辿
っ
た
史
的
変
遷
の
道
筋
が
次
第
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

（3）

と
こ
ろ
で
、
疑
問
表
現
の
史
的
研
究
で
は
、
不
定
語
そ
れ
自
体
の
史
的
変
遷
の
究
明
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
不
定
語
の
消
滅
と
出
現
、

特
に
意
味
用
法
に
於
け
る
他
の
不
定
語
と
の
受
容
と
変
容
な
ど
に
つ
い
て
の
考
究
は
語
彙
の
史
的
変
遷
の
究
明
の
み
な
ら
ず
、
文
の
構
成
成

分
の
意
味
用
法
に
於
け
る
史
的
変
遷
の
究
明
に
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
ま
で
、
疑
問
語
そ
の
も
の
に
関
す
る
史
的
考
究
は
殆
ど

行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
で
は
、
「
中
世
の
文
学
の
中
で
最
も
中
世
ら
し
い
も
の
と
し
て
は
、
軍
記
物
語
と
称
さ
れ
る
一
連
の
作
品
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も

（4）

『
平
家
物
語
』
は
、
（
中
略
）
軍
記
物
語
の
白
眉
と
な
っ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
又
、
室
町
時
代
で
は
、
そ
れ
の
口
語
訳
と
し
て
『
天
草
版

平
家
物
語
』
が
存
す
る
。
す
る
と
、
『
天
草
版
平
家
物
語
』
（
以
下
『
天
草
版
平
家
』
と
略
す
）
の
不
定
語
を
、
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
（
以
下
『
覚

一
本
平
家
』
と
略
す
）
の
不
定
語
と
比
較
し
て
考
究
す
れ
ば
、
一
側
面
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
へ
の
変
遷
の
実
態
を
知
る
こ
と
が

出
来
、
更
に
そ
の
前
後
の
平
安
時
代
の
不
定
語
と
江
戸
時
代
の
典
型
的
な
口
頭
語
資
料
の
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
の
不
定
語
と
比
較
す
れ

ば
、
大
き
な
範
疇
に
於
け
る
把
握
が
大
凡
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
不
定
語
の
史
的
研
究
の
一
環
と
し
て
、
「
い
か
で
（
か
）
」
を
中
心
に
、
同
類
の
「
い
か
に
」
「
な
ど
」
「
な
ど

か
」
「
い
か
が
」
も
含
め
、
形
態
的
側
面
の
変
容
や
意
味
用
法
上
の
変
遷
の
実
態
を
通
時
的
に
考
察
し
、
そ
れ
の
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
も
の

で
あ
る
。

二
、
平
安
時
代
の
「
副
詞
」
と
し
て
の
不
定
語
の
意
味
用
法
概
観

平
安
時
代
、
「
副
詞
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
不
定
語
の
中
で
最
も
多
用
さ
れ
た
の
は
、
「
い
か
に
」
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
い

（5）

か
が
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
分
担
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
定
語
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
、
既
に
別
稿
で
検
討
し
て
い
る

の
で
、
省
略
す
る
が
、
そ
の
要
旨
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
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二
・
一
　
「
い
か
に
」

「
い
か
に
」
は
、

文
が
ど
ん
な
形
で
終
止
す
る
か
は
重
要
で
は
な
く
、
話
し
手
の
気
持
ち
と
関
係
せ
ず
、
直
接
的
に
動
作
主
体
の
動
作
・
状

（6）

態
や
動
作
等
の
生
起
の
手
段
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
る
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
い
か
に
」
其
れ
自
体
が
「
詞
」

で
あ
る
。

二
二
一
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」

「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
と
「
い
か
で
（
か
）
」
は
、
共
に
原
因
や
理
由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、

（7）

「
な
ど
」
は
、
必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
ず
、
情
報
内
容
の
生
起
の
原
因
や
理
由
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
る
説
明
を
求
め
よ
う
と

す
る
「
詞
」
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
な
ど
か
」
は
、

必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
ず
、
情
報
内
容
の
生
起
の
原
因
や
埋

（8）

由
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
し
て
お
り
、
「
詞
」
「
辞
」
の
両
方
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
。二

・
三
　
「
い
か
で
　
（
か
）
」

「
い
か
で
（
か
）
」
は
、
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
と
は
異
な
り
、

述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
、
同
時
に
主
と
し
て
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持
ち
を

直
接
的
に
表
す
希
望
表
現
や
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
た
と
え
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
疑
念
の
解
消
を
目
的
と

せ
ず
、
専
ら
話
し
手
の
心
中
に
湧
く
疑
念
を
予
め
表
出
す
る
よ
う
に
、
「
辞
」
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
・
四
　
「
い
か
が
」

「
い
か
が
」
は
、
「
な
ど
か
」

と
同
じ
く
必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
な
い
が
、
動
作
主
体
の
動
作
を
含
む
情
報
内
容
の
状
態
・
程

度
や
生
起
の
手
段
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
「
詞
」
「
辞
」
両
方
の
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
・
五
　
用
法
整
理



即
ち
、
「
い
か
に
」
と
「
な
ど
」
は
、
専
ら
情
報
内
容
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
い
か
で
（
か
）
」
は
、
専
ら
話
し
手
の
気
持
ち
を
限

定
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
い
か
が
」
と
「
な
ど
か
」
は
、
情
報
内
容
を
限
定
す
る
と
同
時
に
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

三
、
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
に
つ
い
て

三
・
一
鎌
倉
時
代
『
覚
一
本
平
家
』
に
於
け
る
副
詞
的
な
不
定
語
の
意
味
用
法
概
観

鎌
倉
時
代
で
は
、
「
い
か
に
」
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
い
か
が
」
が
平
安
時
代
と
同
様
に
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、
形
態
的
側

面
や
意
味
用
法
上
に
変
化
が
見
ら
れ
始
め
る
よ
う
で
あ
る
。
次
に
「
い
か
で
（
か
）
」
を
除
い
て
、
他
の
不
定
語
の
意
味
用
法
を
概
観
し
て
み

よ
う
。「

い
か
に
」
は
、
矢
張
り
専
ら
動
作
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

1
　
「
…
・
。
い
か
に
も
し
て
彼
嶋
へ
わ
た

と
申
け
れ
ば
、

（
ツ
）
て
、
御
行
え
を
尋
ま
い
ら
せ
む
と
こ
そ
思
ひ
な
（
ツ
）
て
候
へ
。
御
ふ
み
給
は
ら
ん
」

『
平
家
物
語
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
（
以
下
「
覚
こ
と
略
す
）
寛
一
上
巻
2
3
2
頁

2
　
「
い
か
に
も
し
て
、

ね

。

…

…

」

み
や
こ
ち
か
き
片
山
里
に
を
き
奉
ら
ぼ
吋
と
、
さ
し
も
申
つ
れ
ど
も
か
な
は
ぬ
事
こ
そ
、
世
に
あ
る
か
ひ
も
候
は

寛
一
上
巻
1
8
1
頁

の
よ
う
に
、
「
い
か
に
も
し
て
」
が
「
む
」
「
ぼ
や
」
と
呼
応
し
て
、
話
し
手
の
願
望
や
意
志
を
表
す
と
い
う
平
安
時
代
に
見
ら
れ
な
か
っ
た

用
法
が
出
現
し
た
。

一
方
、
平
安
時
代
で
は
必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
な
い
「
な
ど
」
や
「
な
ど
か
」
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
呼
応
を
求
め
る
よ

う
に
な
り
、
表
1
の
よ
う
に
、
「
な
ど
」
は
、
「
ぞ
」
と
呼
応
し
て
専
ら
「
内
容
的
疑
問
表
現
」
に
用
い
ら
れ
る
が
、
「
な
ど
か
」
は
、
主
と
し

て
「
べ
し
」
「
む
」
と
呼
応
し
て
専
ら
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。
元
来
専
ら
話
し
手
の
主
観
的
判
断
を
表
す
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
た

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
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表
1
　
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
「
な
ど
か
は
」

一
九
〇

な な な
ど ど ど

か
は

ー刀

反 疑 反 疑 反 疑
語 間 語 間 語 間

1 6 む

1
ら

む

1
け
む

1 52 ベ
し

7 ぞ

2 0 13 1 0 8
合

計

の
は
不
定
語
「
い
か
で
（
か
）
」
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
味
用
法
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
な
ど
か
」
は
、
「
い
か
で

（9）

（
か
）
」
の
意
味
用
法
の
領
域
に
進
入
し
て
、
同
作
品
の
「
い
か
で
（
か
）
…
…
べ
き
」
の
意
味
用
法
に
近
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

輿
「
い
か
が
」
は
、
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
る
場
合
は
、
矢
張
り
必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
な
い
が
、
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ

る
場
合
は
、
熟
語
と
な
っ
た
表
現
を
除
い
て
、
表
2
の
よ
う
に
、
殆
ど
「
べ
し
」
と
呼
応
す
る
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
た
。

即
ち
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、
不
定
語
が
「
べ
し
」
と
呼
応
し
て
よ
く
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
形
態
的
な
使
い
分
け
が
見
ら
れ

る
と
思
わ
れ
る
。

又
、
平
安
時
代
で
は
「
い
か
が
せ
む
」
「
い
か
が
す
べ
き
」
が
熟
語
と
な
っ
て
、
専
ら
「
仕
方
が
な
い
」
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う

（10）

意
味
用
法
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、

3
　
「
同
扇
可
せ
ん
、
淀
・
い
も
あ
ら
ゐ
へ
や
ま
は
る
べ
き
、
水
の
お
ち
足
を
や
ま
つ
べ
き
」
と
の
給
へ
ば
、
　
　
　
寛
一
下
巻
1
6
9
頁

4
　
「
年
来
あ
ひ
ぐ
し
た
り
し
女
房
に
、
今
一
度
対
［
面
］
し
て
、
申
た
き
事
の
あ
る
は
同
l
剖
可
す
べ
き
」
と
の
給
へ
ば
、

寛
一
下
巻
2
4
6
貢



覚本平
一家

、・∨
ヽ
メ

カ
が

挿 反 疑

入 語 間

9 ○

31
け
む

や
ら
む
1

1
ら
む

21 5
べ
き

3

す

べ
き

2 3

ベ
か
ら

む

01 9
せ
む

00

せ
ん

ず

る

1 む

01

む
ず

ら
む

1

む
ず

る

1

は

せ
む

31 62 05
合
計

の
よ
う
に
、
「
内
容
的
問
い
」
の
表
現
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
3
は
、
大
将
軍
は
川
の
ほ
と
り
に
進
み
出
て
、
人
々
の
気
持

ち
を
見
よ
う
と
思
う
で
あ
ろ
う
か
、
選
択
肢
を
提
供
し
て
、
ど
ち
ら
に
す
る
か
と
聞
く
場
面
で
あ
る
。
4
は
、
三
位
中
将
は
も
う
一
度
長
年

連
れ
添
っ
た
女
房
に
会
い
た
い
が
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
、
土
肥
次
郎
に
聞
く
場
面
で
あ
る
。
此
の
二
例
は
共
に
疑
念
解
消
を
志
向
し
、

動
作
の
生
起
の
手
段
や
方
法
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
問
い
掛
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
同
類
の
他
の
不
定
語
が
変
遷
し
て
い
る
と
す
る
と
、
「
い
か
で
（
か
）
」
に
も
其
れ
に
応
じ
る
変
化
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

三
・
二
　
『
覚
一
本
平
家
』
　
に
於
け
る
「
い
か
で
　
（
か
）
」

鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、
「
い
か
で
（
か
）
」
と
呼
応
す
る
述
語
文
節
の
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
種
類
が
著
し
く
減
少
し
、

表
3
の
よ
う
に
、
主
と
し
て
「
べ
し
」
と
「
む
」
と
呼
応
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
然
し
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
三
百
三
十
四
例
の
う
ち
、
「
べ

し
」
と
呼
応
し
た
例
が
十
六
例
し
か
な
か
っ
た
。

（〓）

な
お
、
平
安
時
代
に
よ
く
見
ら
れ
る
希
望
を
表
す
用
法
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
又
、
次
の
二
例
は
疑
問
表
現
と
さ
れ
て
い
る
が
、
反
語

表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

5
　
「
…
。
馬
に
乗
な
が
ら
門
の
う
ち
へ
ま
い
る
だ
に
も
奇
怪
な
る
に
、
下
部
共
ま
い
（
ツ
）
て
さ
が
し
ま
い
ら
せ
よ
と
は
、
叫
利
で
申

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

（12）

表
2
　
『
覚
l
本
平
家
』
「
い
か
で
」
「
い
か
で
か
」

ぞ
。
・
・
・
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
一
上
巻
2
8
7
貢

6
　
「
む
か
ひ
風
に
わ
た
ら
ん
と
い
は
ば
こ
そ
ひ
が
事
な
ら
め
、
順
風
な
る
が
す
こ
し
す
ぎ
た
れ
ば
と
て
、
是
程
の
御
大
事
に
同
羽
可
わ
た

ら
じ
と
は
申
可
。
舟
つ
か
ま
つ
ら
ず
は
、
一
々
に
し
や
つ
ば
ら
射
こ
ろ
せ
」
と
下
知
せ
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
覚
一
下
巻
3
0
5
頁

5
は
、
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
門
の
内
に
入
り
、
下
人
を
命
じ
て
宮
を
探
さ
せ
る
光
永
に
、
長
兵
衛
肘
は
、
馬
に
乗
り
な
が
ら
門
の
内
へ
参
る

こ
と
さ
え
も
け
し
か
ら
ぬ
の
に
、
「
下
人
ど
も
参
っ
て
お
探
し
申
せ
」
と
は
、
何
で
申
す
の
だ
と
言
っ
た
場
面
で
あ
る
。
此
処
の
「
い
か
で
申

ぞ
」
は
、
「
申
す
」
と
い
う
動
作
の
生
起
の
原
因
や
理
由
を
問
い
掛
け
る
も
の
で
は
な
く
、
話
し
手
の
「
申
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
判
断

を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
6
は
、
船
を
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
っ
て
い
る
水
夫
に
、
判
官
は
大
い
に
怒
っ
て
、
向
か
い
風
な
の
に
渡
ろ

う
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
不
都
合
だ
ろ
う
が
、
一
順
風
な
の
が
多
少
強
す
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
重
大
な
時
機
に
な
ん
で
渡
ら
な
い

と
申
す
の
だ
と
言
っ
た
場
面
で
あ
る
。
此
処
の
「
い
か
で
わ
た
ら
じ
と
は
申
ぞ
」
は
、
5
と
同
じ
く
、
渡
ら
な
い
理
由
を
問
い
掛
け
る
も
の

で
は
な
く
（
実
は
渡
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
先
に
水
夫
が
既
に
言
っ
た
の
で
あ
る
）
、
「
申
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
判
官
の
判
断
を
表
出
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
其
の
会
話
内
容
の
続
き
の
「
船
を
出
き
ぬ
の
な
ら
、
奴
ら
を
い
ち
い
ち
射
殺
せ
」
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
、
此
の
二
例
の
「
い
か
で
・
・
・
ぞ
」
も
共
に
疑
念
解
消
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
而
も
、
此
の
二
例
は
、
聞
き
手
の
存
在
を
意
識
し
た
発
話
行
為
で
あ
り
、
「
ぞ
」
は
疑
問
を
表
す

も
の
で
は
な
く
、
話
し
手
の
判
断
の
気
持
ち
を
聞
き
手
に
持
ち
か
け
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



従
っ
て
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、
「
内
容
的
疑
問
表
現
」
の
用
法
も
存
し
な
く
な
り
、
五
十
五
例
の
「
い
か
で
（
か
）
」
全
て
が
疑
念
解
消

を
志
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
話
し
手
の
判
断
の
気
持
ち
を
表
す
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、

『
覚
一
本
平
家
』
　
で
は
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
「
辞
」
の
性
格
が
一
層
鮮
明
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

尚
、
「
べ
し
」
と
呼
応
す
る
不
定
語
が
よ
く
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
ま
で
多
岐

に
渡
っ
て
同
義
異
形
態
の
様
々
の
不
定
語
が
存
し
て
い
た
が
、
伝
達
機
能
の
有
効
性
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
其
れ
は
不
経
済
で
あ
る
の
で
、

包
摂
関
係
を
有
す
る
上
位
語
に
統
一
さ
れ
る
要
求
に
応
え
る
た
め
の
変
化
が
生
じ
は
じ
め
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

変
化
の
発
生
は
、
室
町
時
代
の
旧
語
の
消
失
と
新
語
の
誕
生
及
び
不
定
の
意
味
を
包
括
す
る
上
位
語
の
出
現
の
条
件
づ
く
り
の
役
割
を
果
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
室
町
時
代
の
　
『
天
草
版
平
家
』
　
に
つ
い
て

四
・
一
室
町
時
代
の
　
『
天
草
版
平
家
』
　
に
於
け
る
副
詞
的
な
不
定
語
の
意
味
用
法
概
観

室
町
時
代
で
、
多
用
さ
れ
て
い
る
不
定
語
は
、
「
い
か
に
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
い
か
が
」
「
な
ぜ
に
」
「
な
ん
と
（
「
な
に
と
」
と
も
表
記
さ
れ

る
）
」
で
あ
る
。
此
の
時
代
に
な
る
と
、
述
語
文
節
に
現
れ
る
助
動
詞
や
終
助
詞
の
種
類
が
更
に
少
な
く
な
り
、
不
定
語
の
疑
問
表
現
で
は
殆

ど
　
「
ぞ
」
ま
た
は
「
か
」
　
で
終
止
さ
れ
て
い
る
。

「
い
か
に
」
は
矢
張
り
専
ら
動
作
を
限
定
し
、
内
容
的
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
話
し
手
の
願
望
や
意
志

を
表
し
て
い
た
「
い
か
に
も
し
て
…
…
む
」
「
い
か
に
も
し
て
…
…
ぼ
や
」
は
、
「
い
か
に
も
し
て
…
…
う
」
「
い
か
に
も
し
て
…
…
う
ず
る
」

「
な
ん
と
ぞ
し
て
…
…
う
」
「
な
ん
と
ぞ
し
て
…
…
う
ず
る
」
　
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
。
ま
た
、

7
　
「
い
か
に
宣
旨
の
御
使
を
ば
か
う
は
す
る
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
宣
旨
と
は
な
ん
ぞ
」
と
て
、

γ
　
宣
旨
の
を
使
い
を
ば
剖
ぜ
吋
か
う
わ
す
る
刊
と
言
え
ば
、
何
の
宣
旨
と
わ
と
言
う
て
、

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て

寛
一
上
巻
2
8
7
貢

一
九
三



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
四

『
天
草
版
平
家
物
語
』
　
（
以
下
「
天
草
」
と
略
す
）
　
天
草
2
／
1
1
1
／
2
2
　
（
巻
／
頁
／
行
）
、
以
下
同

7
の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
内
容
的
問
い
の
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
に
…
…
ぞ
」
は
、
『
天
草
版
平
家
』
で
は
γ
の
よ
う
に
「
な

ぜ
に
…
…
ぞ
」
　
に
変
容
し
、
「
な
ぜ
に
」
　
は
専
ら
情
報
内
容
の
み
を
限
定
す
る
例
も
あ
る
。

一
方
、
「
な
ど
」
は
既
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
「
な
ど
か
」
は
、

8
　
よ
に
も
苦
し
さ
う
で
、
討
d
l
利
思
い
を
く
こ
と
が
な
う
て
わ
ご
ざ
ら
引
可
？

の
一
例
し
か
存
し
な
い
。
其
の
代
わ
り
に
出
現
し
た
の
は
「
な
ぜ
に
」
　
で
あ
る
。

9
　
「
矧
q
こ
れ
程
の
御
大
事
に
、
軍
兵
共
を
ば
め
し
ぐ
せ
ら
れ
候
は
ぬ
可
」
と
申
せ
ば
、

針
．
到
増
村
こ
れ
ほ
ど
の
御
大
事
に
軍
兵
ど
も
を
ば
召
し
具
せ
ら
れ
ぬ
可
と
申
し
た
れ
ば
、

天

草

4

／

3

3

4

／

7

寛
一
上
巻
1
5
9
頁

天

草

1

／

3

0

／

1

0

の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
の
9
の
「
な
ど
…
…
ぞ
」
は
、
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
針
の
「
な
ぜ
に
・
…
＝
ぞ
」
　
に
変
容
し
て
い
る
。
針
の
文

の
構
造
は
9
の
其
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
両
も
文
脈
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
「
な
ぜ
に
」
は
「
な
ど
」
の
意
味
用
法
を
踏
襲
し
、
情
報
内
容
を
限

定
す
る
と
同
時
に
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
時
代
に
　
「
な
ど
」
と
区
別
さ
れ
て
き
た
　
「
な
ど
か
」
　
は
、

1
0
　
「
…
…
、
い
ま
し
ば
し
も
な
ど
か
見
ざ
ら
ん
。
親
と
な
り
、
子
と
な
り
、
夫
婦
の
緑
を
む
す
ぶ
も
、
み
な
此
世
ひ
と
つ
に
か
ざ
ら
ぬ
契

り
ぞ
か
し
。
到
q
さ
ら
ば
、
そ
れ
ら
が
さ
様
に
先
立
け
る
を
、
い
ま
ま
で
夢
ま
ぼ
ろ
L
に
も
し
ら
ざ
り
け
る
刊
。
…
…
」

寛
一
上
巻
2
3
8
貢

川
　
今
し
ば
し
も
見
う
も
の
を
！
親
と
な
り
、
子
と
な
り
、
夫
婦
の
緑
を
結
ぶ
も
、
み
な
こ
の
世
ひ
と
つ
に
か
ざ
ら
ぬ
ち
ぎ
り
ぢ
ゃ
に
、

到
ぜ
吋
さ
ら
ば
こ
れ
ら
が
さ
や
う
に
先
だ
っ
た
を
今
ま
で
夢
幻
に
も
し
ら
な
ん
だ
可
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
草
1
／
9
0
／
2
4

の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
の
反
語
衷
現
の
「
な
ど
か
見
ざ
ら
ん
」
が
、
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
「
見
う
も
の
を
ー
こ
　
の
よ
う
に
、
直
接
的

な
表
現
に
変
わ
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
其
の
一
方
で
、



1
1
　
「
…
…
、
今
度
こ
そ
も
れ
さ
せ
給
ふ
共
、
つ
ゐ
に
は
な
ど
か
赦
免
な
う
て
候
べ
き
」
と
な
ぐ
さ
め
た
ま
へ
共
、
　
　
寛
一
上
巻
2
1
5
頁

1
1
　
た
と
い
こ
の
瀬
に
こ
そ
も
れ
さ
せ
ら
る
る
と
も
、
つ
い
に
わ
剖
ぜ
吋
赦
免
な
う
て
あ
ら
う
ず
る
叫
と
、
慰
め
ら
る
れ
ど
も
、

天

草

1

／

7

5

／

1

6

の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
に
於
い
て
、
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
、
専
ら
話
し
手
の
主
観
的
な
判
断
を
表
す
「
な
ど
か
…
…
べ
き
」
も
『
天

草
版
平
家
』
　
に
於
い
て
「
な
ぜ
に
…
…
ぞ
」
に
変
容
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。

『
覚
一
本
平
家
』
　
の
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
と
、
其
れ
と
対
応
す
る
『
天
草
版
平
家
』
に
於
け
る
諸
形
式
は
表
4
の
よ
う
に
な
る
。

扱
、
な
お
「
い
か
が
」
が
七
例
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
用
法
は
、
表
5
の
よ
う
に
な
る
。

「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
と
異
な
っ
て
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
に
於
け
る
「
い
か
が
」
は
、
情
報
内
容
に
も
深
く
係
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1
2
　
家
貞
待
う
け
た
て
ま
（
ツ
）
て
、
「
さ
て
叫
剖
l
封
l
候
つ
る
」
と
申
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
一
上
巻
8
6
頁

1
2
　
こ
の
即
等
の
家
貞
待
ち
う
け
て
、
さ
て
同
l
剖
瑚
ご
ざ
っ
た
可
と
申
し
た
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
草
1
／
6
／
1
5

1
3
　
少
将
ま
ち
う
け
奉
て
、
「
さ
て
同
l
釧
可
候
つ
る
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
一
上
巻
蛸
頁

1
3
　
少
将
わ
待
ち
受
け
奉
っ
て
、
さ
て
な
融
m
d
ご
ざ
る
可
と
、
申
さ
れ
た
れ
ば
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
草
1
／
4
0
／
1
1

1
2
と
1
3
と
は
、
形
態
も
同
様
で
あ
り
、
而
も
意
味
用
法
も
同
じ
で
共
に
「
内
容
的
問
い
」
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
い
か

が
」
と
対
応
す
る
の
は
、
「
な
に
と
…
…
ぞ
」
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

然
し
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
で
反
語
の
情
意
を
表
し
て
い
る
「
い
か
が
…
…
べ
き
」
は
、
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
、

1
4
　
「
相
伝
の
よ
し
み
は
さ
る
事
に
て
候
へ
ど
も
、
同
l
釧
可
朝
敵
と
な
れ
る
人
に
同
心
を
ば
し
候
叫
引
。
殿
中
に
奉
公
仕
う
ず
る
候
」
と
申

け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
一
上
巻
2
9
4
貢

た
と
い
三
位
入
道
わ
日
ご
ろ
の
宜
で
ご
ざ
る
と
も
、
朝
敵
と
な
ら
れ
た
人
で
ご
ざ
れ
ば
、
な
ぜ
に
同
心
を
ば
つ
か
ま
つ
ら
う
ぞ
？

天

草

2

／

1

1

8

／

1

3

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
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一
九
六

な な な な な 覚

ど ど ど ど

…
け

む

ど

…
ぞ

】
か

は
…

べ
き

か
：

か
．

本

平
家’

べ
き

：
む

1 52 6 1 7
例

数

な な な ：

（ま
じ

い

：

ま

い

：

ま
じ

い

な ：
も

の
を

な な な な 天

に
と

て
．

ぜ

に
…

〈

ぜ

に
…

（

ん
と

し

ぜ

に
：

ぜ

に
：

ぜ

に

（少

ぜ

に
：

草
版

平
家：

ま
う
）
ぞ

う
ず

）
か

て
は

．

（否
定

（ぅ
）
ぞ

な

い

（否
定

い
こ
と
ゎ

？

る
）
か

：
（ぅ
）
ぞ

）
ぞ

）
ぞ

）
ぞ

1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5
例

数



の
よ
う
に
、
「
な
ぜ
に
…
…
（
う
）
　
ぞ
」
　
に
変
容
し
て
い
る
。

『
覚
一
本
平
家
』
　
の
「
い
か
が
」
と
、
其
れ
と
対
応
す
る
『
天
草
版
平
家
』
　
の
諸
形
式
は
表
6
の
よ
う
に
な
る
。

『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
「
い
か
が
」
は
な
お
内
容
的
疑
問
表
現
や
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
の
「
い
か
が
」
と

対
応
す
る
「
な
に
と
…
…
ぞ
」
と
「
な
ぜ
に
…
…
（
う
）
ぞ
」
と
は
、
前
者
は
専
ら
内
容
的
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
る
が
、
後
者
は
専
ら
反
語

表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
使
い
分
け
が
存
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四
・
二
　
『
天
草
版
平
家
』
　
に
於
け
る
「
い
か
で
　
（
か
）
」

表
7
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
述
語
文
節
に
使
用
さ
れ
て
い
た
「
べ
し
」
「
べ
き
や
」
「
む
」
「
む
や
」
「
ぞ
」
は
、
『
天

草
版
平
家
』
　
で
は
殆
ど
「
ぞ
」
や
「
か
」
に
変
容
し
て
お
り
、
又
、

た
と
い
人
な
ん
と
申
す
と
も
、
七
代
ま
で
わ
こ
の
一
門
を
ば
い
か
で
か
思
し
召
し
捨
て
さ
せ
ら
れ
う
ぞ
ぢ
ゃ
に
…
…天

草

1

／

4

2

／

1

8

池
の
尼
公
い
か
に
申
さ
れ
た
り
と
も
、
清
盛
入
道
殿
御
許
し
な
く
わ
、
頼
朝
い
か
で
か
命
生
き
て
二
十
余
年
の
春
秋
を
ば
送
り
ま
ら

し
ょ
う
ぞ
？

天

草

4

／

3

6

1

／

1

9

の
よ
う
に
、
全
て
の
用
例
が
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

此
処
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
ぞ
」
が
「
む
」
か
ら
変
容
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
「
う
」
に
下
接
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ

（13）

は
、
鎌
倉
時
代
ま
で
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
に
出
現
し
、
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
、

た
と
い
三
位
入
道
わ
日
ご
ろ
の
誼
で
ご
ざ
る
と
も
、
朝
敵
と
な
ら
れ
た
人
で
ご
ざ
れ
ば
、
な
ぜ
に
同
心
を
ば
つ
か
ま
つ
ら
う
ぞ
？

天

草

2

／

1

1

8

／

1

3

源
氏
わ
近
年
度
々
の
合
戦
に
う
ち
勝
っ
て
運
を
開
き
は
じ
む
る
に
、
村
山
可
運
の
つ
き
た
平
家
に
同
心
し
て
、
運
を
開
く
源
氏
を
そ

む
か
う
ぞ
？

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て

天

草

3

／

1

7

6

／

3

一
九
七
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三

（、
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ぞ
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ぞ
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ノ
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ノ
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い
か
で
か

い
か
で

反 疑 反 疑
語 問 語 間

1 ぞ

7
（ぅ
）ぞ

1

（ぅ
ず
る
）ぞ

1

（ま
い
）
か

3 ろ
ノ

21 1
合
計

1
9
　
さ
て
打
た
せ
て
一
番
舞
う
た
に
、
仏
御
前
わ
髪
姿
よ
り
始
め
て
、
み
め
、
形
世
に
す
ぐ
れ
て
、
声
も
よ
う
、
節
も
上
手
で
あ
っ
た
れ

ば
、
な
に
L
に
舞
も
損
じ
ょ
う
ぞ
？

天

草

2

／

9

6

／

1

5

2
0
　
少
将
を
ば
し
ば
ら
く
宰
相
に
あ
づ
け
さ
せ
ら
れ
い
、
宰
相
か
う
で
ご
ざ
れ
ば
、
な
じ
か
わ
僻
事
を
さ
せ
ま
ら
し
ょう
ず
る
ぞ
と
、
申

さ

れ

た

れ

ば

…

…

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

天

草

1

／

3

8

／

1

9

の
「
な
ぜ
に
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
ん
ぞ
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
に
L
に
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
じ
か
は
…
…
（
う
ず
る
）
ぞ
」
の
よ
う
に
、
多
用

さ
れ
て
い
る
。

然
し
、
此
処
に
問
題
と
な
る
の
は
、
不
定
語
と
「
ぞ
」
と
の
関
係
を
ど
う
見
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
「
ぞ
」
は
、
不
定
語

と
呼
応
す
る
も
の
な
の
か
、
不
定
語
と
直
接
的
に
関
係
せ
ず
、
話
し
手
の
気
持
ち
の
上
に
更
に
も
う
一
種
の
気
持
ち
を
加
え
る
も
の
な
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
ぞ
」
に
つ
い
て
、
「
ぞ
」
に
は
指
定
よ
り
も
相
手
へ
も
ち
か
け
る
気
持
ち
が
強
ま
り
、
話
し
手
が
疑
問
意
図
を
相
手
に
強
く
う
ち
出
し
た

（14）

い
と
き
に
伴
い
や
す
か
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
ぞ
」
の
付
く
以
前
に
既
に
完
全
に
表
出
し
て
い
る
話
し
手
の
疑
問
や
判
断
の

気
持
ち
を
、
「
ぞ
」
に
よ
っ
て
聞
き
手
に
持
ち
か
け
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
「
ぞ
」
そ
れ
自
体
は
疑
問
や
反
語
を
表
す
機
能
を

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
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二
〇
〇

有
せ
ず
、
只
、
聞
き
手
の
存
在
を
前
掟
と
し
て
、
あ
る
纏
ま
っ
た
話
し
手
の
気
持
ち
を
聞
き
手
に
話
し
か
け
る
機
能
を
有
す
る
と
見
る
べ
き

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
ぞ
」
が
「
む
＞
う
」
に
下
接
す
る
と
い
う
用
法
は
、
平
安
時
代
に
は
な
か
っ
た
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
あ
っ
て
も

主
流
の
用
法
で
は
な
く
、
変
化
の
前
兆
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
『
天
草
版
平
家
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
質
的
な
変
化
が
生

じ
、
「
ぞ
」
の
使
用
が
主
流
を
占
め
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
は
、
聞
き
手
の
存
在
を
前
提
と
す
る
口
頭
語
の
作
品
の
性
格
の
要
求
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
、
内
容
的
疑
問
衷
現
そ
れ
自
体
が
聞
き
手
に
持
ち
か
け
る
機
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
「
ぞ
」

の
存
在
理
由
が
な
く
な
る
可
能
性
が
十
分
に
あ
り
得
る
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
で
は
、
「
な
ぜ
に
」
が
単
独
に
使

用
さ
れ
た
り
、
文
末
に
「
ぞ
」
が
存
在
し
な
い
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

2
1
　
舎
人
牛
飼
い
と
申
す
わ
、
下
席
の
果
て
で
心
あ
ら
う
ず
る
身
で
わ
ご
ざ
ら
ね
ど
も
、
年
ご

2
2
　
度
々
の
朝
敵
を
平
げ
ま
らし
た
奉
公
を
ば
い
か
で
か
を
忘
れ
な
さ
れ
ゝ
升
？

ろ
の
誼
を
同
l
創
刊
利
忘
れ
奉
ら
引
？

天

草

4

／

3

5

0

／

8

天

草

4

／

3

8

0

／

7

2
3
　
い
か
で
か
さ
る
こ
と
の
ご
ざ
ら
う
と
申
せ
ど
も
、
あ
ま
り
仰
せ
ら
る
る
に
よ
っ
て
力
に
及
ば
ず
、

天

草

4

／

4

0

6

／

1

8

の
よ
う
に
、
「
い
か
で
か
…
…
う
」
の
み
で
も
、
十
分
に
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

扱
、
『
覚
一
本
平
家
』
の
「
い
か
で
（
か
）
」
と
、
其
れ
と
対
応
す
る
『
天
草
版
平
家
』
の
諸
形
式
は
表
8
の
よ
う
に
な
る
。

『
覚
一
本
平
家
』
の
「
い
か
で
（
か
）
…
…
べ
き
」
は
、
『
天
草
版
平
家
』
で
は
、
「
い
か
で
（
か
）
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
ぜ
に
…
…
（
う
）

ぞ
」
「
な
ん
と
し
て
…
…
（
う
）
ぞ
」
な
ど
に
変
容
し
、
反
語
表
現
に
使
用
さ
れ
、
話
し
手
の
主
観
的
な
判
断
を
表
す
も
の
も
あ
る
が
、

2
4
　
仏
御
前
「
そ
れ
又
い
か
で
か
さ
る
御
事
さ
ぶ
ら
ふ
叫
割
。
…
…
」

42

そ
れ
ま
た
あ
ら
う
ず
る
こ
と
で
も
ご
ざ
叫
叫
。

平
家
上
巻
9
8
頁

天

草

2

／

9

7

／

3

の
よ
う
に
、
有
標
表
現
か
ら
無
標
表
現
に
変
容
し
、
直
接
判
断
の
形
で
用
い
ら
れ
る
も
の
も
存
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
と
ね
り
牛
飼
な
（
ン
）
ど
申
物
は
、
い
ふ
か
ひ
な
き
下
鷹
の
は
て
に
て
候
へ
ば
、
心
あ
る
べ
き
で
は
候
は
ね
ど
も
、
年
ご
ろ
め
し
つ
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か
は
れ
ま
い
ら
せ
て
候
御
心
ぎ
し
あ
さ
か
ら
ず
。
…
…
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
一
下
巻
3
5
1
頁

貯
　
舎
人
牛
飼
い
と
申
す
わ
、
下
膿
の
果
て
で
心
あ
ら
う
ず
る
身
で
わ
ご
ざ
ら
ね
ど
も
、
年
ご
ろ
の
誼
を
い
か
で
か
忘
れ
奉
ら
う
？

天

草

4

／

3

5

0

／

7

の
よ
う
に
、
無
標
表
現
か
ら
有
標
表
現
に
変
容
し
、
「
私
を
長
年
召
し
使
っ
て
下
さ
っ
た
宗
盛
公
の
御
恩
は
浅
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
い
う
意
味
を
「
い
か
で
か
…
…
う
」
と
い
う
反
語
の
形
で
表
出
す
る
も
の
も
存
し
て
い
る
。
此
の
現
象
の
出
現
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
「
い

か
で
（
か
）
」
は
、
全
く
疑
問
表
現
と
関
係
せ
ず
、
専
ら
話
し
手
の
判
断
を
表
す
も
の
に
用
い
ら
れ
る
「
辞
」
と
し
て
定
着
し
た
た
め
と
考
え

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
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ら
れ
る
。

四
・
三
　
用
法
整
理

以
上
の
検
討
か
ら
、
様
々
の
形
式
の
不
定
語
が
、
段
々
「
な
ぜ
に
」
に
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
な
ぜ
に
」
は
、

使
用
範
囲
が
広
く
、
「
内
容
的
問
い
」
の
表
現
に
も
「
内
容
的
疑
い
」
の
表
現
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
専
ら
話
し
手
の
主
観
的
な
判
断
の

気
持
ち
を
表
出
す
る
反
語
表
現
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
な
ぜ
に
」
は
不
定
の
意
味
を
包
括
す
る
上
位
語
と
し
て
の
性
格
を
次
第
に

有
す
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
不
定
語
が
「
な
ぜ
に
」
に
同
化
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

扮
、
室
町
時
代
で
は
、
「
不
定
語
…
…
（
か
）
　
－
　
ぞ
」
と
い
う
形
態
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
「
不
定
語
…
…
ぞ
」
と
い
う
形
態
が
基
本
形
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
大
き
な
特
徴
も
見
ら
れ
る
。
其
の
原
因
に
つ
い
て
、
「
ぞ
」
の
機
能
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

「
か
」
は
次
第
に
そ
の
存
在
意
義
を
失
い
相
手
へ
の
持
ち
か
け
は
ひ
と
え
に
文
末
の
「
ぞ
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と

（15）

い
う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

然
し
、
「
い
か
で
（
か
）
」
の
場
合
は
、
全
く
そ
れ
と
異
な
る
。
文
中
に
「
か
」
が
存
し
な
く
な
っ
て
も
、
「
い
か
で
か
」
は
「
い
か
で
」
に

（16）

代
わ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
依
然
と
し
て
「
い
か
で
」
と
同
様
な
意
味
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、

「
い
か
で
（
か
）
」
に
於
い
て
、
「
い
か
で
か
は
」
の
よ
う
に
、
更
に
係
助
詞
「
は
」
を
下
接
す
る
と
い
う
形
態
は
既
に
見
ら
れ
ず
、
『
天
草
版

平
家
』
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
に
も
「
い
か
で
か
は
」
と
い
う
用
例
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
「
い
か
で
」
「
い

か
で
か
」
は
、
元
々
専
ら
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
覚
一
本
平
家
』
や
特
に
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
、
「
い
か
で
か
」

を
、
「
い
か
で
十
か
」
と
見
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
固
定
し
た
反
語
を
導
く
「
陳
述
副
詞
」
と
し
て
、
広
く
意
識
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

（17）

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
覚
一
本
平
家
』
　
に
於
け
る
「
不
定
語
…
…
ぞ
。
」
の
形
式
は
、
基
本
的
に
は
、
対
話
相
手
に
対
し
て
明
確
に
解
答
を
要
求
す
る
強
い
「
問

い
」
の
表
現
で
あ
っ
て
、
心
中
思
惟
で
強
い
感
情
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
も
、
言
語
主
体
の
内
面
へ
の
「
問
い
か
け
」
、
つ
ま
り
自
問
自



（18）

答
的
表
現
の
た
め
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
、
以
上
の
『
天
草
版
平
家
』
の
「
不
定
語
…
…
ぞ
」
の
用
例
を
検
討
す
る
と
、

内
容
的
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
が
…
…
ぞ
」
や
「
な
ん
と
…
…
ぞ
」
「
な
ぜ
に
…
…
ぞ
」
の
場
合
は
其
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
「
い
か
で
（
か
）
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
ぜ
に
…
…
（
う
）
ぞ
」
「
な
ん
と
し
て
…
…
（
う
）
ぞ
」
の
場
合
は
、
其
れ
と
全
く
異

な
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
不
定
語
…
…
ぞ
」
の
意
味
用
法
は
、
『
天
草
版
平
家
』
で
は
質
的
な
変
化
が
生
じ
た
と
い
え

そ
う
で
あ
る
。

五
、
江
戸
時
代
の
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
に
つ
い
て

江
戸
時
代
の
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
で
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
「
な
ぜ
に
」
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
（
か
）
」
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
な

（19）

ぜ
に
」
が
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
な
ぜ
に
」
に
関
す
る
考
究
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
此
処
で
、
「
な
ど
か
」
と
「
い
か
で
（
か
）
」

の
意
味
用
法
を
検
討
し
て
み
た
い
。

表
9
は
、
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
の
対
応
表
で
あ
る
が
、
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
（
か
）
」
は
、
「
（
う
）
ぞ
」
又
は
「
（
う
）
か
」
と
呼
応
す
る

例
が
一
例
も
存
し
て
い
な
い
。
な
お
、
「
う
」
と
呼
応
す
る
例
も
存
し
て
い
な
い
。

「
な
ど
か
」
　
の
用
例
は
、

い
ろ
は
の
も
ん
ご
ん
に
て
い
の
る
な
ら
は
、
い
か
な
る
あ
く
し
ん
の
犬
な
り
と
も
な
ど
か
き
ど
く
の
な
か
る
べ
き

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
本
文
篇
』
（
以
下
「
狂
言
」
と
略
す
）
上
巻
硯
頁

い
か
に
あ
く
し
ん
の
犬
な
り
と
も
、
明
王
の
さ
つ
く
に
か
け
て
い
の
る
な
ら
ば
、
剖
均
瑚
な
つ
か
で
か
な
ふ
封
u
叫
と
、狂

言
上
巻
4
0
4
貢

い
か
に
あ
な
た
こ
な
た
へ
ぐ
な
り
ぐ
な
り
と
す
る
こ
し
な
り
と
も
明
王
の
さ
つ
く
に
か
け
ま
ど
い
の
る
な
ら
は
剖
均
刺
す
は
ら
で
あ

る
べ
き
と副

詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て

狂
言
上
巻
4
1
0
頁

二
〇
三
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jヽ・ヽV Jヽlv な な

一ヽ’ヵ Jヽカ ど ぜ

で
か

で Jヽカ に

1 3 べ
き

52 ぞ

2 1 む

1
ら

む

6
省
略

1

ま

じ

い

1
ま

い

7 ○

3 2 4 93
合
計

せ
ん
〈
か
た
に
か
け
て
、
な
と
か
こ
し
や
う
を
ね
か
は
て
は
、
ふ
つ
き
栄
花
は
こ
れ
み
な
春
の
花
、
み
や
う
り
の
こ
ゝ
ろ
か
つ
よ

け
れ
は
つ
ね
に
は
ね
ふ
っ
を
す
ゝ
め
た
り
、
い
そ
ひ
て
こ
し
や
う
を
ね
か
ふ
。
当
u
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狂
言
下
巻
1
9
6
貢

の
四
例
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
の
『
天
草
版
平
家
』
で
は
「
な
ど
か
」
は
一
例
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
又
、
そ
の
呼
応
関
係
を
見

て
も
、
室
町
時
代
の
と
異
な
っ
て
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
い
か
で
　
（
か
）
」
も
同
じ
く
、

031323

へ
き
か
ん
の
ま
へ
に
お
っ
な
る
も
、
今
さ
ら
思
し
ら
れ
た
り
、

化
水
は
同
l
剖
可
利
、
此
山
に
一
夜
あ
か
さ
の

実
に
こ
と
は
り
と
お
も
へ
と
も
い
ま
た
お
っ
と
の
し
や
う
お
も
し
ら
て
は
項
羽
可
な
ひ
か
項

此
ほ
ど
つ
く
し
に
、
お
は
し
ま
し
て
御
そ
ら
こ
と
の
、
あ
が
ら
せ
給
ふ
や
、
叫
利
で
さ
や
う
に
思
ひ
、
給
ふ
叫
割
、

じ
是
ま
で
成
と
、
い
と
ま
申
て
た
ち
か
へ
れ
ば

3

3

4

3

わ
れ
ら
も
い
か
で
か
ひ
と
り
ね
せ
ん
と
、
云
こ
と
は
り
も
、
か
う
し
ゆ
く
な
れ
や
、

や
る
ふ
み
を
、
い
か
て
か
か
く
は
、
ち
ら
す
ら
ん
、

狂
言
上
巻
3
3
8
貢

狂
言
下
巻
1
8
2
頁

わ
れ
は
か
わ
ら

狂
言
下
巻
1
9
9
頁

狂
言
下
巻
脱
貢

狂
言
下
巻
2
3
6
頁

の
五
例
の
呼
応
関
係
は
、
『
天
草
版
平
家
』
の
「
い
か
で
（
か
）
…
…
（
う
）
ぞ
」
と
異
な
り
、
平
安
鎌
倉
時
代
の
用
法
で
あ
る
と
い
え
そ
う



で
あ
る
。

従
っ
て
、
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
で
の
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
（
か
）
」
の
意
味
用
法
は
「
擬
古
」
用
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
更
に
い
え
ば
、
「
擬
古
」
用
法
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
『
天
草
版
平
家
』
に
見
出
せ
る
よ
う
な
「
不
定
語
…
…
（
う
）
ぞ
」
と
い

う
形
式
で
は
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
ま
で
の
「
不
定
語
…
…
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
」
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

六
、
お
わ
り
に

以
上
、
『
覚
一
本
平
家
』
と
『
天
草
版
平
家
』
に
於
け
る
「
い
か
で
（
か
）
」
を
中
心
に
、
同
類
の
他
の
副
詞
的
不
定
語
と
も
関
連
さ
せ
な
が

ら
考
察
し
て
き
た
。

平
安
時
代
で
は
、
副
詞
的
不
定
語
の
種
類
が
豊
富
で
あ
り
、
意
味
用
法
で
は
重
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
使
い
分
け
が
凡
そ
は
っ
き

り
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、
述
語
文
節
に
現
れ
る
助
動
詞
や
終
助
詞
の
種
類
が
著
し
く
減
少
す

る
に
つ
れ
て
、
不
定
語
と
呼
応
語
と
の
関
係
が
改
め
て
整
理
さ
れ
、
形
態
的
側
面
に
も
意
味
用
法
上
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
ま
た
不
定

語
の
間
の
意
味
用
法
の
変
化
も
見
ら
れ
、
不
定
の
意
味
を
包
括
す
る
上
位
語
の
出
現
を
求
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
現
れ
た
と
い
え
そ
う
で
あ

る
。
室
町
時
代
の
『
天
草
版
平
家
』
　
で
は
、
「
な
ど
」
が
な
く
な
り
、
「
な
ど
か
」
も
殆
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
其
の
代
わ
り
に
「
な

ぜ
に
」
が
現
れ
た
。
「
な
ぜ
に
」
は
「
い
か
に
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
い
か
が
」
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
な
ど
の
包
括
的
意
味
用
法
を
有
す
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
上
位
語
と
し
て
相
応
し
い
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
1
）
‥
宮
地
裕
氏
は
『
新
版
文
論
』
　
（
明
治
書
院
1
9
7
9
年
）
　
に
於
い
て
、
疑
問
表
現
を
「
説
明
要
求
の
疑
問
表
現
」
と
「
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
」

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て
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二
〇
六

に
分
類
さ
れ
る
。
然
し
、
山
口
勇
二
氏
が
『
日
本
疑
問
表
現
通
史
』
（
明
治
書
院
1
9
9
0
年
2
0
頁
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
「
…
…
要

求
」
は
「
問
い
」
の
性
格
が
強
い
。
従
っ
て
、
本
稿
は
阪
倉
篤
義
説
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
阪
倉
篤
義
『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』
岩
波
書
店
1
9

9
3
年
1
4
7
貢
参
照
。

（
2
）
‥
長
瀬
富
子
「
室
町
時
代
の
疑
問
表
現
－
助
詞
を
中
心
と
し
て
」
大
修
館
『
言
語
と
文
芸
』
第
5
4
号
1
9
6
7
年
4
5
頁
。

（
3
）
‥
不
定
語
の
定
義
は
尾
上
圭
介
説
に
従
う
。
尾
上
圭
介
「
不
定
語
の
語
性
と
用
法
」
渡
辺
実
編
『
副
用
語
の
研
究
』
明
治
書
院
1
9
8
3
年
4
0
4
貫
。

（
4
）
‥
佐
藤
喜
代
治
『
国
語
史
上
』
桜
楓
社
1
9
7
3
年
1
7
4
頁

（
5
）
‥
拙
稿
「
中
古
和
文
に
お
け
る
『
い
か
で
』
『
い
か
に
』
『
い
か
が
』
の
機
能
」
『
山
口
国
文
』
第
哲
等
1
9
9
6
年
3
月
、
「
『
い
か
で
』
『
い
か
に
』

『
い
か
が
』
的
語
法
特
性
」
『
解
放
軍
外
語
学
院
学
報
』
第
三
期
1
9
9
5
年
、
「
『
な
ど
』
と
『
な
ど
か
』
の
意
味
用
法
と
そ
の
変
遷
過
程
」
『
国

文
学
致
』
第
1
4
7
号
1
9
9
5
年
9
月
号
参
照
。

（
6
）
‥
「
詞
」
「
辞
」
の
定
義
は
、
時
枝
誠
記
説
に
従
う
。
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
岩
波
書
店
1
9
8
2
年
。

（
7
）
‥
情
報
内
容
と
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
を
含
ま
な
い
文
の
部
分
で
あ
る
。
「
命
題
」
「
こ
と
が
ら
」
と
も
い
う
。

（
8
）
‥
話
し
手
は
「
表
現
主
体
」
と
も
い
う
。
話
し
手
、
語
り
手
、
書
き
手
の
こ
と
を
指
す
。

（
9
）
‥
筆
者
の
調
査
に
よ
る
　
（
他
稿
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
）
。

（
1
0
）
‥
関
一
雄
「
源
氏
物
語
の
サ
行
変
格
動
詞
考
（
二
）
　
－
頭
語
用
語
』
と
し
て
の
性
格
－
」
山
口
大
学
『
文
学
会
志
』
第
四
十
五
巻
1
9
9
4
年
9
、
1
0

貢
を
参
照
。

（
1
1
）
‥
磯
部
佳
宏
氏
は
「
不
定
語
『
い
か
で
』
の
構
文
的
性
格
l
l
l
l
一
意
味
用
法
・
表
現
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
山
口
国
文
』
第
1
1
号
1
9
8
8
年
）
と
「
『
平
家

物
語
』
の
要
説
明
疑
問
表
現
」
（
明
治
書
院
『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念
日
本
語
史
の
諸
問
題
』
1
9
9
2
年
）
に
於
い
て
、
「
い
か
で
…
…
ぞ
」

の
二
例
を
疑
問
表
現
と
さ
れ
、
他
の
例
を
全
て
反
語
表
現
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
‥
同
注
十
一
。

（
1
3
）
‥
例
え
ば
、
「
さ
て
た
れ
ど
の
へ
と
か
き
候
は
う
ぞ
」
寛
一
上
巻
3
6
2
貢
で
あ
る
。

（
1
4
）
‥
岡
村
和
江
「
第
四
章
係
助
詞
」
5
6
0
頁
～
5
6
4
貢
松
村
明
編
『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
学
燈
社
1
9
7
0
年

（
1
5
）
‥
長
瀬
富
子
上
掲
論
文
4
9
、
5
0
貢
参
照
。



（
1
6
）
‥
『
天
草
版
伊
曽
保
物
語
』
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
『
御
伽
草
紙
集
』
を
調
査
し
て
み
る
と
、
同
様
の
結
果
を
得
た
。

（
望
‥
磯
部
佳
宏
氏
は
上
掲
「
不
定
語
『
い
か
で
』
の
構
文
的
性
樽
・
l
l
⊥
意
味
用
法
・
表
現
性
を
め
ぐ
っ
て
－
」
の
6
6
頁
に
於
い
て
「
中
世
の
『
い
か
で
』
は
、

係
助
詞
『
か
』
を
伴
っ
た
『
い
か
で
か
』
の
形
で
反
語
表
現
と
な
る
用
法
に
固
定
化
し
て
く
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
‥
磯
部
佳
宏
氏
は
注
十
七
論
文
に
於
い
て
、
「
い
か
で
」
に
よ
る
希
望
表
現
が
言
語
主
体
自
身
の
内
面
的
な
表
現
で
あ
り
、
疑
問
表
現
は
基
本
的
に

は
言
語
主
体
内
部
の
「
疑
い
」
の
表
現
で
あ
り
、
相
手
に
対
し
て
、
積
極
的
に
問
い
掛
け
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。

（
1
9
）
‥
拙
稿
「
『
天
草
版
平
家
物
語
』
に
お
け
る
『
な
ぜ
に
』
の
意
味
用
法
」
『
広
島
大
学
日
本
語
教
育
学
科
紀
要
』
第
6
号
1
9
9
6
年
3
月
参
照
。

・
『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
表
記
は
、
江
口
正
弘
『
天
草
版
平
家
物
語
対
照
本
文
及
び
総
索
引
本
文
編
』
明
治
書
院
1
9
8
6
年
に
従
う
。

主
な
参
考
文
献
‥
（
注
に
取
り
上
げ
た
著
書
や
論
文
は
含
ま
な
い
）

阪
倉
篤
義
「
上
代
の
疑
問
表
現
か
ら
」
『
国
語
国
文
』
第
二
十
七
巻
第
十
二
号
1
9
5
8
年
。

…
…
l
l
…
二
l
文
法
史
に
つ
い
て
－
疑
問
表
現
の
変
遷
を
一
例
と
し
て
」
『
国
語
と
国
文
』
特
輯
号
1
9
6
0
年

安
田
　
章
「
助
詞
（
2
）
」
『
岩
波
講
座
日
本
語
7
』
　
1
9
7
7
年
。

外
山
映
次
「
質
問
表
現
に
お
け
る
文
末
助
詞
ゾ
に
つ
い
て
」
『
国
語
学
』
三
十
一
1
9
5
7
年
。

大
野
　
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』
岩
波
書
店
1
9
9
3
年
。

仁
田
義
雄
「
係
結
び
に
つ
い
て
」
明
治
書
院
『
研
究
資
料
日
本
文
法
第
5
巻
助
辞
編
（
一
）
助
詞
』
1
9
8
5
年

南
不
二
男
『
現
代
日
本
語
文
法
の
輪
郭
』
大
修
館
1
9
9
3
年
。

北
原
保
雄
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
1
9
8
4
年
。

…
…
…
…
『
日
本
語
の
文
法
』
中
央
公
論
社
1
9
8
4
年
。

副
詞
的
不
定
語
の
用
法
の
変
遷
に
つ
い
て




