
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
聡
伽
経
寛
治
二
年
点
の
訓
読
法

ー
訓
点
資
料
に
お
け
る
文
末
表
現
体
系
記
述
の
試
み
|

は
じ
め
に

標
題
の
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
一
切
如
来
真
実
摂
大
乗
現
証
大
教
王
経
(
以
下
、
金
剛
頂
稔

伽
経
)
寛
治
二
年
(
一

O
八
八
)
点
巻
第
二
二
ニ
の
二
巻
は
、
高
山
寺
経
蔵
童
文
第
I
部

第
l
号
と
し
て
現
蔵
の
中
院
僧
正
点
加
点
資
料
で
あ
る
。
奥
書
に
は
、

(
巻
第
二
)
月
院
之

員
典
院
本
也

と
あ
っ
て
、
高
野
山
月
上
院
本
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

(
巻
第
三
)
寛
治
二
年
(
一

O
八
八
)
十
月
四
日
賠
皐
於
高
野
中
院
御
房
以
小
H

野
僧
正
御
侍
本

同
年
十
二
月
五
日
受
事
了

金
剛
峯
寺
末
葉
弟
子
僧
賢
範
本

(
別
筆
)
「
傍
持
僧
謹
印
」

と
あ
っ
て
、
明
算
の
住
房
で
あ
る
高
野
山
中
院
を
舞
台
に
、
僧
賢
範
が
、
小
野
僧
正
(
仁
海
)

伝
本
を
底
本
に
し
点
じ
、
二
箇
月
後
に
伝
授
を
受
け
た
資
料
で
あ
る
。
加
点
さ
れ
て
い
る

ヲ
コ
ト
点
は
中
院
僧
正
点
で
あ
っ
て
、
明
算
の
点
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
資
料
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
金
剛
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
を
元
に
、
本
資
料
の
漢
文
訓
読
語
の
文
末

表
現
体
系
を
記
述
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
論
で
あ
る
。

文
末
を
取
り
上
げ
た
検
討
は
、
次
節
以
降
で
行
う
が
、

そ
の
前
に
、
本
資
料
に
現
れ
た

松

本

光

隆

特
徴
的
な
訓
読
語
事
象
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

本
資
料
に
は
、
読
添
え
の
「
ソ
ヱ
-
ご
が
出
現
す
る
。

ー
、
金
剛
勇
と
大
心
と
金
剛
諸
知
来
と
普
賢
と
金
問
初
と
な
り

手
を
礼
す
。
(
巻
第
二

-m)

の
知
き
例
で
、
一
般
的
に
は
、
古
体
の
残
存
と
解
釈
さ
れ
る
言
語
事
象
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
再
読
字
の
単
読
例
を
拾
う
こ
と
が
出
来
る
。

立

也

、

，

2
、
印
章
に
住
(
し
)
て
則
(
ち
)
闇
斗
叫
寸
起
(
ち
)
て
[
於
]
諸
方
童
を

酔
芸
}
視
(
し
)
て
静
ホ
引
慨
に
(
し
)
て
[
市
]
核
行
(
し
)
て
金
剛
陸
撞
を

諦
(
す
)
へ
し
。
(
巻
第
二
・
削
)

3
、
次
(
に
)
割
叫
B
P先
(
つ
)
四
礼
富
を
以
(
て
)

そ

ゑ

に

ソ
へ
ニ
我
金
剛
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一
切
如
来
を
礼
(
せ
)
よ
。

(
巻
第
三
・
剖
)

4
、
門
閥
「
「
(
ら
)
有
情
を
利
(
し
)
て
願
(
く
)
は
一
切
成
を
作
(
す
)
ぺ

U
。

(
巻
第
二

-m)

例
2
の
「
嘗
」
に
は
、
加
点
が
な
い
が
、
副
調
訓
に
読
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
3
は、

副
詞
訓
に
単
読
さ
れ
た
と
し
か
解
釈
さ
れ
な
い
。
例
4
の
「
臆
」
字
は
、
他
所
に
は
助

動
調
「
べ
し
」
に
訓
じ
た
と
思
し
き
例
が
あ
る
が
、
副
詞
訓
に
訓
じ
た
例
が
な
い
の
で
、

不
読
で
あ
ろ
う
。
右
の
例
の
解
釈
に
難
し
い
点
が
あ
る
が
、
単
に
表
記
上
の
問
題
と
も

解
す
る
道
が
あ
る
も
の
の
、
古
体
の
残
存
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

右
の
例
ー
か
ら
例
4
ま
で
を
、
古
訓
法
の
残
存
と
見
る
時
、
中
院
僧
正
点
の
最
古
例
が
、

真
興
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
釘
。
真
興
の
選
書
で
あ
る
高
山
寺
蔵
金
剛
私
記
は
、
院



政
期
加
点
と
思
し
い
訓
点
資
料
で
、
喜
多
院
点
の
加
点
資
料
で
あ
る
。
訓
点
は
、
組
な

る
も
の
の
、
読
添
え
の
「
ソ
ヱ
ニ
(
実
際
の
表
記
は
[
ソ
へ
-
ニ
)
」
が
、
仮
名
点
で
加

点
さ
れ
て
い
る
事
が
思
い
合
わ
さ
れ
幻
。

以
上
の
よ
う
に
記
述
す
れ
ば
、
本
稿
が
、
初
期
中
院
僧
正
点
の
資
料
の
評
価
と
し
て
、

古
体
性
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
単
純
な
評
価

は
出
来
な
い
。
以
下
に
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
課
題
は
、
訓
読
に
お

け
る
中
院
僧
正
点
の
持
つ
言
語
的
な
全
体
的
イ
メ
ー
ジ
|
訓
読
語
基
調
ー
を
ど
う
捉
え
、

像
と
し
て
ど
う
構
築
す
る
か
と
い
う
大
き
な
課
題
に
対
す
る
一
試
論
で
あ
る
。
結
論
的

に
言
え
ば
、
従
来
捉
え
ら
れ
て
き
た
方
法
は
、
断
片
的
な
切
片
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を

全
体
の
印
象
と
し
て
拡
張
し
た
憾
み
が
あ
る
。
以
下
に
は
、
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
稔
伽
経

寛
治
二
年
点
の
文
末
表
現
を
取
り
上
げ
る
。
本
稿
で
は
結
果
的
に
は
、
本
資
料
の
文
末

表
現
は
、
第
三
節
以
降
の
如
く
に
帰
納
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
末
表
現
体
系
の

問
題
と
右
に
示
し
た
古
体
性
は
、
ど
う
絡
み
合
っ
て
い
る
か
が
問
題
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
間
題
に
対
し
て
の
解
答
を
記
す
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
事
を
先

に
告
白
す
る
が
、
こ
の
問
題
解
決
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
漢
文
訓
読
語
の
体
系
的
描
像
へ

の
指
向
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
の
論
述
の
範
囲
は
、
一
訓
点
資
料
の
全
体
の
底
流
に
あ
る
と
思
し
き
言
語
的

な
像
|
訓
読
語
基
調
を
ど
う
描
〈
か
の
一
階
梯
と
し
て
、
文
末
表
現
を
体
系
的
に
記
述

し
、
そ
の
表
現
体
系
を
制
約
す
る
要
素
に
つ
い
て
の
検
討
を
展
開
し
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

一
、
漢
文
訓
読
語
に
お
け
る
表
現
体
系
に
つ
い
て

訓
読
語
の
「
言
語
体
系
」
と
言
わ
れ
る
用
語
は
、
極
普
通
に
用
い
ら
れ
る
述
語
で
あ

る
が
、
果
た
し
て
、
充
分
な
概
念
的
な
定
義
を
尽
く
し
て
文
章
中
や
会
話
中
に
使
用
さ

れ
て
い
る
か
と
、
自
ら
を
も
反
省
す
る
に
、
漠
然
と
し
た
暖
味
さ
を
伴
っ
て
い
る
場
合

の
あ
る
こ
と
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
「
体
系
」
な
る
語
を
、
漠
然
と
「
言
語

要
素
の
集
合
体
」

、U

確
か
に
、
言
語
要
素
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
は
、
一

つ
の
条
件
で
し
か
な
い
こ
と
を
今
改
め
て
認
識
を
し
て
い
る
。
言
語
要
素
6

上
百
語
事
象
ー

の
集
合
体
で
は
あ
る
が
、
そ
の
要
素
と
は
、
分
析
範
鴎
に
入
る
べ
き
言
語
事
象
の
全
て

を
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
語
棄
の
体
系
的
研
究
は
、
有
る
共
時
態
の
日
本
語
の
語
詞

全
て
を
対
象
と
し
て
未
だ
、
詳
密
に
は
、
全
体
を
描
か
れ
た
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

全
体
の
体
系
の
描
述
が
可
能
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
今
は
、
部
分
体
系
の
描
述
段
階

で
あ
ろ
う
か
。
目
指
す
べ
き
は
、
全
語
詞
の
集
合
体
で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
、
研
究

者
個
人
の
研
究
上
の
良
心
と
物
理
的
な
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
詳
細
な
体
系
な
る
も
の
は
、

あ
る
い
は
、
不
可
能
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

語
棄
の
部
分
的
意
味
体
系
す
ら
、
描
像
は
様
々
で
、
そ
れ
ら
の
記
述
さ
れ
た
部
分
体

系
を
統
合
し
て
総
て
を
覆
う
全
語
実
体
系
な
る
も
の
が
描
け
る
の
か
否
か
は
、
大
き
な

問
題
で
あ
ろ
う
。
文
法
に
お
け
る
体
系
佑
は
早
く
、
活
用
語
の
活
用
体
系
は
、
全
活
用

形
を
網
羅
し
て
い
る
し
、
樹
状
図
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
助
詞
の
体
系
も
、
要
素

の
全
て
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
は
、
全
要
素
の
単
な
る
集
合
で
は
な
い
。
要
素
要
素
の
張
り
合
い

関
係
が
解
き
明
か
さ
れ
て
、
初
め
て
、
体
系
と
い
う
描
像
が
完
成
す
る
。

語
実
の
意
味
体
系
を
例
に
と
れ
ば
、
時
に
は
、
意
味
的
補
完
関
係
で
あ
る
場
合
、
対

義
関
係
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
類
義
語
の
意
味
的
張
り
合
い
関
係
|
意
味
的
勢
力
関

係
と
で
も
言
い
換
え
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
が

l
の
描
像
。
即
ち
、
集
合
体
に
お
け

る
要
素
要
素
間
の
力
関
係
を
描
述
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

体
系
な
る
も
の
の
条
件
と
し
て
は
、
要
素
の
全
て
を
尽
く
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

要
素
要
素
の
聞
の
緊
密
な
力
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
記

し
た
が
、
こ
の
二
つ
は
、
最
低
限
の
条
件
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
も
体
系
と

す
る
に
は
、
必
須
の
要
素
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
単
な
る
要
素
の
寄
せ
集
め
の
束
で
は
な

く
て
、
要
素
間
の
関
係
の
記
述
が
必
要
で
あ
る
。

だ
と
だ
け
認
識
し
て
用
い
て
こ
な
か
っ
た
と
は
断
言
す
る
自
信
が
な
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さ
て
、
漢
文
訓
読
語
に
目
を
向
け
て
み
る
。
漢
文
訓
読
語
を
対
象
に
、
諸
積
の
研
究

が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
体
系
を
視
座
に
据
え
た
研
究
も
存
す
る
。
語
震
の
研
究
が
最
た

る
も
の
で
あ
ろ
行
。
漢
文
訓
読
語
そ
の
も
の
に
正
面
か
ら
対
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

が
、
日
本
漢
字
音
の
研
究
も
厚
み
の
あ
る
体
系
的
研
究
が
行
わ
れ
て
き
目
。
表
記
体
系

の
研
究
は
、
歴
史
が
古
川
。

さ
て
、
漢
文
訓
読
語
に
特
有
と
も
認
め
ら
れ
る
言
語
分
析
の
視
点
が
あ
る
。
「
訓
読
法
」

あ
る
い
は
、
「
訓
法
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
果
た
し
て
、
「
訓
読
法
」
な
る
も

の
の
概
念
的
な
整
備
が
果
た
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
心
許
な
い
様
に
思
う
。
概
念

の
外
延
も
明
確
で
は
な
い
が
、
中
核
的
な
、
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
部
分
さ
え
も
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
資
料
に
限
定
し
て
以
下
の
議
論
を
進
め
る
。
漢
文
訓
読

文
に
お
け
る
文
末
助
字
の
不
読
・
直
読
の
訓
読
法
、
文
中
助
字
の
同
様
の
訓
読
法
な
ど
は
、

今
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
、
訓
読
法
の
概
念
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動

く
ま
い
が
、
訓
読
法
な
る
も
の
の
ど
う
い
っ
た
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
、
あ
ま

り
反
省
が
無
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
読
添
語
の
用
法
や
、
実
字
の
付
訓

そ
の
も
の
の
選
択
の
問
題
(
和
語
の
み
の
範
曙
で
は
な
く
、
字
音
語
も
含
む
)
、
付
訓
の

語
形
(
音
便
を
用
い
る
と
か
の
特
徴
も
含
め
て
)
な
ど
な
ど
の
要
素
に
よ
る
漢
文
訓
読

文
の
、
訓
読
文
と
し
て
の
文
章
的
な
印
象

i
訓
読
語
基
調
ー
を
支
配
す
る
事
項
で
あ
る

と
仮
説
し
た
場
合
、
果
た
し
て
、
「
訓
読
法
」
な
る
も
の
の
、
全
体
に
亙
つ
て
の
網
羅
的
、

体
系
的
な
描
像
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
研
究
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
、
「
訓

読
法
」
の
事
象
に
、
助
字
の
訓
読
法
の
整
理
検
討
が
あ
る
。
い
ま
、
「
則
」
字
を
取
り
上

げ
て
み
る
が
、
こ
の
『
則
」
字
の
訓
読
法
の
分
析
と
し
て
、
こ
の
「
則
」
一
字
の
訓
読

が
、
あ
る
一
資
料
に
お
い
て
、
ま
た
は
、
同
一
人
の
複
数
の
資
料
に
お
い
て
、
あ
る
い

は
、
複
数
人
の
共
時
的
言
語
集
団
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
か
、
即
ち
、

あ
る
文
脈
、
構
文
に
お
い
て
は

A
と
読
ま
れ
、
別
の
条
件
で
は

B
と
訓
読
さ
れ
た
と
し
て
、

整
理
し
て
い
け
ば
、

M

「
則
」
字
の
訓
読
法
H

の
記
述
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
謂
わ
ば
、
「
則
」

字
一
字
の
内
側
に
向
か
っ
た
訓
読
体
系
の
描
述
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
則
」
字
を
出
で
て
、
他
の
助
字
「
於
」
字
で
も
良
い
、
「
之
」
字
で
も
良
い
、

こ
う
し
た
方
向
に
検
討
の
ま
な
ざ
し
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
時
、
果
た
し
て
、
複
数
の

助
字
を
対
象
に
し
た
訓
読
語
の
体
系
化
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
「
訓
読
法
」
な
る
も
の
が
、

助
字
の
訓
読
法
の
み
な
ら
ず
、
読
添
語
や
実
字
に
対
す
る
充
当
和
訓
の
方
法
、
音
便
な

ど
の
語
形
を
も
覆
う
概
念
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
事
象
の
一
切
を
見
通
す
訓
読

語
の
体
系
構
築
が
可
能
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
、
本
稿
で
は
、
一
資
料
体
を
問
題
に
し
て
い
る
か
ら
、
読
添
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
助
詞
の
全
を
、
ま
た
、
原
漢
文
の
用
字
に
対
応
し
た
用
語
の
全
て
を
、
あ
ら
ゆ
る
語

形
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
体
系
描
述
の
必
要
条
件
で
あ
る
言
語
要
素

は
尽
く
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
の
要
素
の
相
互
関
係
を
記
述
で
き
る
の
か
否
か
は
、

今
後
の
実
際
の
実
践
に
委
ね
て
検
証
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
稿

は
、
文
末
表
現
の
全
を
尽
く
し
て
、
体
系
の
描
像
を

H

試
論
H

と
し
て
試
み
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

賛
言
に
属
そ
う
が
、
以
下
に
考
察
の
対
象
と
し
た
も
の
は
、
一
資
料
体
で
あ
る
。
具

体
的
に
は
、
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
二
巻
を
対
象
と
し
た
論
述
で
あ
る
。

こ
の
資
料
選
択
は
、
初
期
の
高
野
山
中
院
流
の
一
資
料
で
あ
る
事
が
理
由
で
、
今
後
の

研
究
の
展
開
を
あ
る
程
度
見
通
し
て
の
選
択
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
共
時
的
に
複
数
の
資
料
を
集
合
し
て
、
こ
の
資
料
群
の
生
成
に
関
わ
っ

た
言
語
集
団
を
設
定
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
理
屈
か
ら
言
え
ば
、
ま
ず
、
具
体

的
存
在
体
で
あ
る
一
資
料
か
ら
出
て
、
ま
ず
拡
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
資
料
を
含
ん

で
同
一
人
に
関
わ
る
資
料
体
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
共
時
的
言
語
体
は
、
一
個
人
で
あ

ろ
う
。
個
人
言
語
の
体
系
的
視
点
か
ら
の
分
析
は
、
可
能
で
あ
る
よ
う
に
見
通
し
て
い
る
。

文
体
の
問
題
と
し
て
、
資
料
資
料
の
性
格
に
よ
り
訓
読
語
が
異
な
ろ
う
事
は
既
に
論
じ

て
き
た
と
こ
ろ
で
、
所
担
問
、
グ
文
体
ρ

と
し
て
の
言
語
体
系
の
差
は
記
述
で
き
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
る
し
、
本
稿
も
そ
の
方
向
の
検
討
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
更
に
広
範
な

共
時
的
言
語
態
を
想
定
す
れ
ば
、
例
え
ば
、
一
寺
院
内
の
僧
侶
集
団
、
更
に
は
、
共
時

的
な
一
分
派
の
僧
侶
集
団
で
あ
り
、
更
に
、
一
流
派
の
僧
侶
集
団
の
規
模
に
な
り
、
更
に
、

宗
派
の
僧
侶
集
団
と
言
う
よ
う
な
拡
張
の
方
向
が
想
定
さ
れ
る
。
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理
屈
と
し
て
の
言
語
集
団
単
位
の
規
模
の
拡
大
の
方
向
を
あ
ら
あ
ら
記
述
し
て
み
た

が
、
「
訓
読
法
」
と
言
う
視
点
か
ら
、
訓
読
法
の
体
系
他
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

を
取
り
上
げ
れ
ば
、
個
人
を
出
て
、
最
小
、
師
弟
と
か
の
二
人
の
言
語
集
団
で
良
い
が
、

こ
の
言
語
集
団
の
「
訓
読
法
」
の
体
系
的
描
述
が
、
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
先

に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
文
体
差
を
内
包
し
た
複
数
人
の
「
訓
読
法
」
の
、
要
素
要
素
の

張
り
合
い
関
係
を
描
け
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
大
き
な
言
語
集
団
の
「
訓

読
法
」
な
る
も
の
の
体
系
を
描
く
事
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
結
論
は
、
今
後
の
実
践
に

か
か
る
事
で
あ
る
と
の
自
覚
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
言
語
要
素
の
束
の
み
を
扱
う

事
は
、
体
系
的
な
研
究
で
は
な
い
。
ま
た
、
よ
り
高
次
の
拡
張
さ
れ
た
言
語
集
団
に
共

通
の
訓
読
法
が
存
し
て
、
そ
の
い
く
つ
か
の
事
象
l
複
数
の
事
象
群
の
束
l
を
対
象
に

位
相
差
を
論
じ
る
の
も
、
傾
向
の
記
述
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
「
訓
読
法
の
体
系
」
を

比
較
し
て
こ
そ
、
本
質
的
な
言
語
の
差
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
事

象
の
束
即
、
言
語
の
質
に
は
繋
が
ら
な
い
と
言
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

更
に
語
い
が
、
言
語
事
象
の
束
を
対
象
に
し
て
は
、
量
的
な
こ
と
ま
で
は
論
ず
る
こ

と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
極
め
て
印
象
的
な
主
観
的
解
釈
を
示

、

、

、

、

、

、

、

す
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
傾
向
は
描
け
る
と
し
て
の
言
語
の
本
質
に
迫
れ
る
か
ど

う
か
は
、
誠
に
、
心
も
と
な
い
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
体
系
の
描
け
な
い
状
況
で
、

水
平
的
な
拡
張
指
向
!
思
考
の
み
に
よ
っ
て
、
「
訓
読
法
」
の
事
象
を
増
や
し
て
、
い

く
ら
、
言
語
事
象
の
束
を
太
く
、
ま
た
更
に
更
に
、
太
〈
し
た
と
こ
ろ
で
、
言
語
の
質

の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
訓
読

語
の
質
的
な
違
い
を
観
測
し
、
記
述
し
よ
う
と
し
た
場
合
は
、
体
系
へ
の
指
向
が
不
可

欠
で
あ
る
と
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

概
念
的
に
暖
味
な
ま
ま
推
移
し
て
き
た
「
訓
読
法
」
な
る
も
の
の
体
系
の
描
像
が
可

能
か
ど
う
か
を
、
あ
る
い
は
更
に
進
ん
で
、
可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
、

「
訓
読
法
」
な
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
研
究
は
、
今
後
も
、
怪
し
げ
な
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
か
か
る
研
究
は
、
ど
こ
ま
で
も
訓
読
語
の
一

面
の
み
を
捉
え
た
論
で
あ
っ
て
、
日
本
語
と
し
て
の
訓
読
語
の
、
人
々
に
与
え
る
印
象
、

ま
た
、
人
々
の
言
語
認
識
|
前
に
こ
れ
を
、
「
訓
読
語
基
調
」
と
し
た
が
ー
を
解
明
す
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

二
、
文
末
表
現
体
系
の
構
築
の
た
め
に
用
例
の
処
理
基
準

漢
文
訓
読
語
資
料
、
即
ち
、
多
く
は
訓
点
資
料
の
、
資
料
的
弱
点
の
一
つ
は
、
あ
る

検
討
対
象
資
料
全
体
が
、
一
音
節
一
音
節
の
レ
ベ
ル
で
の
訓
読
語
文
が
完
全
に
確
定
的

に
再
現
で
き
る
と
思
わ
れ
る
資
料
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
平
仮
名
の
和
文
資

料
と
て
、
一
切
の
語
形
が
確
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
厳
密
に
は
、
漢
字
表
記
が
入
り

込
む
以
上
、
可
能
な
訳
で
は
無
い
が
、
文
章
全
体
に
占
め
る
不
確
定
な
要
素
は
、
訓
点

資
料
に
お
い
て
比
率
が
高
い
。

全
文
の
読
み
下
し
が
可
能
な
ほ
ど
に
密
に
加
点
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
資
料
で

さ
え
、
総
ル
ピ
の
訓
読
文
の
作
成
に
は
、
例
外
な
く
推
読
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

即
ち
、
研
究
者
の
解
釈
と
判
断
で
あ
る
。
加
点
法
が
規
則
的
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
の

出
来
る
資
料
、
例
え
ば
、
石
山
寺
蔵
太
子
須
陀
李
経
平
安
中
期
点
に
し
て
も
、
理
論
上

の
総
ル
ピ
の
訓
読
文
の
作
成
が
目
指
さ
れ
る
が
、
実
際
の
仮
名
加
点
の
な
い
原
漢
文
の

、、

漢
字
は
、
研
究
者
の

μ

理
屈
d

に
よ
る
解
釈
で
あ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
し
か
な
い
。
厳

密
に
は
、
規
則
的
加
点
法
と
い
う
研
究
結
果
を
援
用
し
た
理
論
的
訓
読
文
と
で
も
言
う

べ
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
名
加
点
が
な
け
れ
ば
、
音
便
形
か
非

音
便
形
か
の
語
形
決
定
の
拠
り
所
は
な
い
し
、
当
然
な
が
ら
仮
名
遣
い
な
ど
も
論
じ
る

こ
と
は
出
来
な
い
。

高
山
寺
蔵
金
剛
頂
総
伽
経
寛
治
二
年
点
の
文
末
表
現
の
体
系
を
帰
納
し
よ
う
と
す
る

試
み
に
お
い
て
も
、
右
と
同
様
の
憾
み
が
残
る
。
文
末
の
語
形
決
定
に
充
分
の
根
拠
が

得
ら
れ
な
い
場
合
が
存
す
る
事
で
あ
る
。
一
般
に
、
金
剛
頂
磁
伽
経
の
加
点
資
料
に
は
、

仮
名
点
の
加
点
が
厚
く
な
い
物
が
多
い
と
い
う
個
人
的
な
印
象
を
持
っ
て
い
る
が
、
本

稿
に
取
り
上
げ
る
金
剛
車
検
伽
経
寛
治
二
年
点
も
、
仮
名
点
の
加
点
が
厚
い
資
料
と
言

う
訳
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
文
末
表
現
を
語
形
と
し
て
の
確
例
と
認
め
る
べ
く
特
定
で
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き
な
い
も
の
を
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
た
だ
、
和
文
の
場
合
と
異
な
り
、
一
般
に
は
、

訓
点
資
料
の
多
く
が
、
句
読
点
の
存
在
に
よ
っ
て
、
文
末
の
決
定
が
比
較
的
容
易
で
、

文
末
の
認
識
に
揺
れ
が
出
な
い
場
合
が
多
い
。
た
だ
、
本
稿
に
取
り
上
げ
る
中
院
僧
正

点
資
料
で
は
、
以
下
に
触
れ
た
如
〈
、
漢
字
右
下
の
星
点
を
句
点
、
こ
れ
に
対
し
て
左

下
の
星
点
を
、
返
点
の
み
の
接
能
で
あ
る
と
単
純
に
認
め
る
訳
に
は
い
か
な
い
事
例
が

存
す
る
。
語
形
の
関
係
か
ら
、
左
下
の
星
点
を
返
点
と
同
時
に
、
句
点
と
認
め
ざ
る
を

得
な
い
例
も
出
現
す
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
金
問
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
二
巻
の
帰
納
し
た
文
末
は
、
巻
第

フ臼

二
に
お
い
て
は
文
末
泊
、
巻
第
三
に
お
い
て
は
文
末
7
が
求
め
ら
れ
て
、
金
剛
頂
稔
伽

A
吐

『
u

f

l

経
寛
治
二
年
点
二
巻
は
、
計
5
文
で
構
成
さ
れ
た
司
点
資
料
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ

円
/

の
全
文
末
を
対
象
に
、
次
節
以
降
に
お
い
て
、
文
末
表
現
の
体
系
化
を
試
み
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
文
末
に
、
文
末
を
決
定
す
る
仮
名
点
、
も
し
く
は
、
文

末
を
決
定
で
き
る
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
の
な
い
場
合
の
、
あ
る
い
は
、
文
末
の
決
定
に
最

も
拠
り
所
と
な
る
句
読
点
の
暖
味
な
部
分
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
け
る
処
理
基
準
を
述

べ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

例
え
ば
、
次
の
如
き
一
文
が
存
す
る
。

5
、
供
一
切
如
恥
払
月
恥
主
而

ι復
調
教
仇
。
(
巻
第
二
・
引
)

訓
読
し
た
場
合
の
日
本
語
と
し
て
の
文
末
は
、
「
諸
国
」
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、
次
の
様
に

訓
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

6
、
一
切
知
来
の
前
の
月
輪
喜
に
依
(
り
)
て
[
而
]
住
(
し
)
て
復
(
た
)
教
令
を
詞
q

こ
の
場
合
の
文
末
は
、
句
読
点
の
存
在
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
が
、
「
請
」
字
に
加
点
が

無
く
、
語
形
は
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
か
る
場
合
は
、
動
詞
(
語
集
的
な
検
討
を

経
ね
ば
、
漢
語
動
詞
か
和
語
動
詞
か
は
、
右
と
同
じ
理
由
で
確
定
で
き
な
い
)
の
終
止

形
を
採
っ
た
も
の
と
す
る
。
実
は
、
初
期
の
中
院
僧
正
点
資
料
は
、
必
ず
し
も
、
訓
点

の
加
点
が
密
と
い
う
訳
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
、
語
形
の
推
定
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
後
の
整
理
の
如
く
、
動
詞
訓
以
下
に
、
補
助
動
詞
や
助
詞
・
助
動

詞
の
読
添
え
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
訓
点
が
存
す
る
。

ま
た
、
「
己
」
字
が
漢
文
末
に
あ
っ
て
、
訓
読
文
末
と
な
る
場
合
は
、

7
、
一
切
如
来
心
{
返
)
従
(
り
)
穂
(
に
)
山
山
(
て
)
司
ベ
引
叶
叫
。
(
巻
第
二
・

7
)

※
右
の
「
己
」
字
が
、
助
動
詞
「
ぬ
」
の
み
に
読
ま
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

と
し
た
加
点
が
あ
っ
て
、
助
動
詞
「
ぬ
」
の
終
止
形
で
文
末
を
閉
め
る
。
巻
第
二
は
、

次
節
の
回
目
頭
に
説
い
た
如
く
、
類
型
的
な
漢
文
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
右
の
用
例
7
が、

巻
二
の
初
出
例
で
、
以
下
の
例
に
は
、
基
本
的
に
は
、
助
動
詞
「
ぬ
」
の
加
点
が
な
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
初
出
例
と
同
等
な
も
の
と
考
え
て
、
助
動
詞
「
ぬ
」
が
文
末
と

さ
れ
て
い
た
と
推
定
し
て
、
カ
ウ
ン
ト
す
る
。

五
字
一
句
で
、
四
句
が
連
な
る
倍
が
存
す
る
が
、
こ
の
文
末
は
、

8
、
名
(
つ
け
)
て
大
慈
友
と
創
判
。
(
巻
第
二
・
田
)

と
し
て
、
動
詞
終
止
形
で
終
始
し
た
と
恩
わ
れ
る
例
と
、

9
、
暴
怒
の
形
を
作
(
す
)
と
司
ベ
判
可
J
U。
(
巻
第
二
・

3

の
如
く
、
会
話
引
用
の
助
詞
「
と
」
が
読
み
添
え
ら
れ
た
例
が
あ
る
が
、
右
の
「
己
」

字
の
場
合
と
異
な
り
、
助
詞
「
と
」
の
出
現
が
任
意
で
、
同
類
の
原
漢
文
に
お
け
る
初

出
例
に
も
加
点
が
な
い
ば
か
り
か
、
加
点
さ
れ
た
り
加
点
さ
れ
な
か
っ
た
り
と
傾
向
性

を
認
め
が
た
い
。
「
と
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
、
文
末
の
表
現
体
系
の
記
述
に
有
効
か

ど
う
か
と
い
う
議
論
を
今
措
き
、
最
文
末
一
語
の
原
則
に
従
っ
て
、
本
稿
で
は
、
加
点

さ
れ
た
場
合
の
み
を
助
詞
「
と
」
の
最
文
末
と
見
る
。
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
が
な
い
場
合
は
、

動
詞
の
終
止
形
等
、
訓
読
に
従
っ
た
文
末
と
し
て
、
助
詞
「
と
」
の
な
い
箇
所
は
、
助
詞
「
と
」

と
し
て
は
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
。

陀
羅
尼
の
扱
い
は
、
体
言
相
当
と
見
て
良
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
平
安
初
期
加
点
の

石
山
寺
蔵
金
剛
頂
稔
伽
経
仁
和
二
年
点
な
ど
は
、
陀
羅
尼
末
に
助
動
詞
「
な
り
」
の
読

添
え
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
い
ま
、
こ
れ
を
除
外
す
る
。
陀
羅
尼
に
関
連
し
て
、
巻

第
三
に
は
、
巻
第
二
に
は
認
め
ら
れ
な
い
原
漢
文
の
表
現
が
存
す
る
。
陀
羅
尼
を
導
く
、

「
員
言
目
。
」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
文
末
と
し
て
扱
い
、
文
末
「
ク
語
法
」
の
項
目

を
立
て
る
こ
と
と
す
る
。
内
題
尾
題
及
び
、
品
題
も
除
外
す
る
。

ま
た
、
句
読
点
に
暖
味
な
部
分
が
あ
る
。
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印
、
一
切
如
来
元
上
安
楽
悦
意
の
三
味
耶
剖
引

1
一
切
如
来
の
霊
剖
引

1
一
切
知

来
の
調
詠
剖
引

1
一
切
如
来
の
元
上
作
供
養
業
制
引

1
是
主
(
の
)
如
(
き
)

は
一
切
如
来
の
秘
密
供
養
剖
引

1
(巻
第
二
・
問
)

の
如
き
例
で
、
助
動
詞
「
な
り
」
の
並
列
す
る
文
例
で
あ
る
が
、
本
稿
の
処
理
と
し
て
は
、

右
の
例
叩
は
、
一
文
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

訓
点
資
料
一
般
に
は
、
句
読
が
明
確
な
も
の
が
多
い
が
、
本
資
料
に
は
、

口
、
島
(
し
)
て
杵
司
を
藤
正
)
よ
|
等
持
(
し
)
て
金
剛
慢
に
(
せ
)
よ
。

(
巻
第
三

-m)

の
如
き
例
が
存
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
「
杵
」
字
の
左
下
に
返
点
の
星
点
が
あ
る
ば

か
り
で
あ
る
が
、
「
抽
鄭
」
は
、
漢
語
動
調
の
命
令
形
に
読
ま
れ
て
お
り
、
文
末
と
認
定

し
て
、
二
文
と
し
た
。

以
上
の
方
針
に
基
づ
き
、
文
末
を
設
定
し
て
、
文
末
の
最
末
尾
の
全
て
の
一
語
を
取

り
上
げ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
文
末
表
現
体
系
の
素
描
(
一
)

ー
巻
内
の
文
体
差
の
素
描
l

本
稿
に
取
り
上
げ
る
金
剛
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
は
、
巻
一
を
欠
く
資
料
で
あ
る
。

三
巻
揃
い
で
、
一
言
語
資
料
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
巻
一
の
欠
失
は
、
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
事
を
、
予
め
こ
こ
に
認
め
て
お
く
。

ま
ず
、
巻
別
の
体
系
佑
を
試
み
て
、
そ
の
比
較
を
行
う
。
次
節
以
降
に
お
い
て
、
こ

れ
を
統
合
し
た
言
語
体
と
し
て
の
評
価
を
詰
み
る
。
か
か
る
手
続
き
を
採
ろ
う
と
す
る

背
景
に
は
、
訓
点
資
料
特
有
の
訓
読
語
成
立
に
関
わ
る
問
題
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
問
題
と
は
、
訓
読
語
実
現
の
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
訓
読
表
現
を
規
制
す
る

も
の
と
し
て
の
原
漢
文
の
存
在
で
あ
る
。
漢
文
と
し
て
の
金
剛
頂
稔
伽
経
は
、
巻
第
二

は
比
較
的
に
類
型
的
な
漢
文
表
現
が
存
し
て
、
方
書
と
し
て
の
事
相
的
内
容
が
展
開
さ

れ
る
。
巻
三
は
、
漢
文
表
現
が
、
巻
二
に
比
較
し
て
多
彩
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
巻

第
二
は
、
「
爾
時
世
尊
復
入
一
切
如
来
遍
入
大
菩
陸
三
味
耶
所
生
名
金
剛
三
摩
地
」
等
と

始
ま
っ
て
、
世
尊
の
状
況
を
説
き
、
陀
羅
尼
を
掲
げ
て
、
「
従
一
切
知
来
心
緯
出
己
」
の

類
型
的
文
言
が
続
い
て
、
五
字
四
句
の
一
行
が
存
し
て
、
一
段
を
閉
じ
た
表
現
が
続
き
、

巻
尾
に
一
句
五
字
の
備
が
続
く
。
巻
三
は
、
や
は
り
事
相
的
内
容
で
は
あ
る
が
、
本
文
は
、

巻
二
に
比
べ
て
陀
羅
尼
も
長
く
、
漢
文
表
現
も
、
類
型
的
で
あ
る
と
は
言
え
、
変
化
が

存
し
て
い
る
。
用
字
も
、
巻
三
が
変
化
に
富
む
。

こ
の
問
題
は
、
中
国
に
お
け
る
渓
訳
の
表
現
の
問
題
で
、
日
本
語
と
し
て
の
訓
読
語

の
本
質
的
な
問
題
で
は
必
ず
し
も
無
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
原
漢
文
に
制
約

さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
日
本
語
と
し
て
の
訓
読
語
が
、
偏
る
可
能
性
が
あ
る
の
も
事
実
で

あ
る
。
実
現
さ
れ
た
訓
読
語
の
文
体
の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
、
原
漢
文
の
制
約
故
に

異
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
語
と
し
て
の
訓
読
語
の
持
つ
訓
読
語
基
調
と

も
言
う
べ
き
、
日
本
語
の
質
の
問
題
と
は
、
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

問
題
も
、
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
即
ち
、
結
果
と
し
て
実
現
し
た
|
読
み
下
し
文
の
!

訓
読
語
の
文
体
の
問
題
と
し
て
は
、
原
渓
文
の
制
約
も
、
日
本
語
側
の
性
格
た
る
訓
読

語
の
特
質
も
、
共
に
読
み
下
し
文
成
立
の
基
底
を
な
す
部
分
で
、
こ
の
二
要
素
が
混
然

一
体
と
な
っ
て
実
現
し
た
訓
読
語
を
捉
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
こ
の
二
要
素
を
冊
分
け

し
て
位
置
づ
け
、
評
価
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
文
末
の
表
現
体
系
を
知
何
に
捉
え
れ
ば
良
い
か
と
言
う
試
み
に
、
い
ま
、
原

漢
文
の
用
字
|
知
何
な
る
漢
字
が
、
訓
読
最
末
尾
の
漢
字
と
な
る
か
と
言
う
こ
と
ー
を

問
題
外
と
し
て
、
一
律
に
日
本
語
と
し
て
の
最
末
尾
の
一
単
語
に
注
目
し
て
分
類
を
試

み
て
み
る
。
以
下
の
整
理
で
は
、
最
文
末
一
語
の
品
詞
を
も
と
に
文
末
表
現
の
変
奏
、

ま
た
は
逆
に
、
単
純
な
姿
を
描
い
て
み
る
。

ま
ず
、
巻
二
の
文
末
は
、
以
下
の
様
に
帰
納
、
整
理
さ
れ
る
。

巻
第
二
は
、
巻
頭
よ
り
凶
行
ま
で
は
、
前
に
記
し
た
知
〈
の
類
型
的
な
漢
文
で
構
成

さ
れ
る
。
こ
れ
を
巻
第
二
の
I
部
と
す
る
。
こ
れ
に
続
く
、
別
行
よ
り
制
行
ま
で
は
、

用
例
l
に
掲
げ
た
如
く
の

O
金
剛
勇
と
大
心
と
金
剛
諸
知
来
と
普
賢
と
金
問
初
と
な
り
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を
礼
す
。
(
巻
第
二

-m)

と
あ
る
文
型
が
連
続
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
巻
第
二
の

H
部
と
す
る
。
知
行
よ
り

制
行
に
は
、
渓
文
の
散
文
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
血
部
と
す
る
。
こ
の
後
は
、
五

、
ワ
同

字
一
句
の
偶
が
存
し
て
、
巻
第
二
の
漢
文
本
文
は

6
行
で
閉
じ
ら
れ
る
。
こ
の
偲
の

内
ぺ

U

部
分
を
W
部
と
し
て
以
下
に
記
述
を
行
う
。

巻
第
二
の
第
I
部
の
文
末
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

動

詞

終

止

形

悦

例

形

容

詞

終

止

形

I
例

補
助
動
詞

「
た
ま
ふ
」

助
f 動
ち詞

「ぬ」

「
h
ソ」

「
な
り
」
(
指
定
)

「
た
り
」
(
指
定
)

「
ベ
し
」

「む」

助
詞「

と
」
(
格
助
詞
)

「
を
」
(
格
助
詞
)

「
ゆ
ゑ
に
」

第
H
部
で
は
、

動
詞

助
動
詞

「
な
り
」
(
指
定
)

終
止
形

終
止
形

命
令
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

命
令
形

3
例

「

ぬ

」

終

止

形

1
例

「
な
り
」
(
指
定
)
終
止
形

2
例

「

べ

し

」

終

止

形

児

例

計

刊

文

こ
れ
ら
の
集
計
の
結
果
か
ら
は
、
日
本
語
文
と
な
っ
た
漢
文
訓
読
文
の
文
末
表
現
に

つ
い
て
、
第
I
部
で
は
、
活
用
語
の
終
止
形
の
例
が
豊
富
で
あ
る
。
ア
ス
ペ
ク
ト
に
関

す
る
助
動
詞
の
出
現
が
目
立
つ
が
、
「
む
」
「
べ
し
」
な
ど
の
助
動
詞
は
、
用
例
が
少
な

い
。
会
話
引
用
の
格
助
詞
「
と
」
は
、
五
字
四
句
の
備
の
部
分
に
集
中
す
る
。
第
H
部
は
、

極
め
て
類
型
的
で
あ
る
。
第
四
部
は
、
文
数
6
例
で
区
切
っ
た
が
、
活
用
語
終
止
形
終

止
の
文
末
が
多
い
。
第
W
部
は
、
右
と
は
対
照
的
で
、
動
詞
も
命
令
形
終
止
が
多
い
し
、

助
動
詞
「
べ
し
」
が
多
出
す
る
。

便
宜
的
に
、
文
末
最
終
一
語
の
整
理
で
あ
る
が
、

第
皿
部
で
は
、

補
助
動
調

「
た
ま
ふ
」

終
止
形

助
動
詞

「
し
む
」

「
な
り
」
(
指
定
)

終
止
形

終
止
形

「

む

」

終

止

形

助
詞
「
と
」
(
格
助
詞
)

3 
例

第
W
部
は
、動

調

終
止
形

命
令
形

2 .t 2 252 49 1 5 
例例例例例例 例例

補
助
動
詞

「
た
ま
ふ
」

終
止
形

助
「動

名詞

1 16 
例例例

計

m文

16 
例

16 
例

計
辺
文

伊l
2 11  
例例例例

計
6
文

12 6 
例例例
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第
I
部
か
ら
第
皿
部
ま
で
と
、
第
W
部
と
に
差
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第

W
部
の
五
字
一
句
を
連
ね
た
備
の
部
分
は
、
所
謂
、
如
来
大
金
剛
た
る
話
し
手
の
会
話

部
分
で
、
文
末
表
現
の
質
が
異
な
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
巻
第
二
中
に

お
い
て
、
文
体
的
に
質
の
遣
う
部
分
が
あ
る
こ
と
が
記
述
で
き
る
。
漢
文
訓
読
に
お
け

る
所
謂
、
会
話
部
分
と
地
の
文
の
訓
読
と
に
、
最
終
的
に
出
来
上
が
っ
た
日
本
語
と
し

て
の
訓
読
語
文
に
文
体
的
差
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
お
が
、
こ
の

文
体
的
差
は
、
日
本
語
た
る
訓
読
語
の
質
を
原
因
と
ば
か
り
す
る
訳
で
は
必
ず
し
も
な

い
。
例
え
ば
、
第
W
部
に
、
動
調
の
命
令
形
の
目
立
っ
た
出
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

会
話
で
あ
る
と
い
う
漢
文
脈
を
念
頭
に
置
い
た
日
本
語
と
し
て
の
活
用
形
の
選
択
で
、

日
本
語
の
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
な
く
は
な
い
が
、
や
は
り
相
手
に
動
作
行
為
を
持
ち

か
け
勧
誘
す
る
助
動
詞
「
ベ
し
」
文
末
は
、
多
く
は
、
原
漢
文
の
「
臆
」
字
の
出
現
に

原
因
が
あ
る
。
第
W
部
の
文
体
の
醸
成
に
は
、
原
漢
文
の
働
く
要
素
が
大
き
い
と
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
。

巻
第
二
の
文
末
表
現
は
、
原
漢
文
の
影
響
も
う
け
て
、
文
体
的
な
差
異
が
、
偏
在
し

て
い
る
と
纏
め
、
巻
第
二
の
言
語
的
な
像
を
描
く
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
、
文
末
表

現
の
偏
り
が
モ
ザ
イ
ク
的
に
存
在
し
て
い
る
の
が
、
巻
第
二
の
文
末
表
現
の
実
態
で
あ

り
、
各
部
分
に
お
い
て
具
現
し
た
訓
読
語
の
総
体
が
、
立
体
的
に
体
系
を
構
築
し
て
い

る
の
が
巻
第
二
の
文
末
表
現
体
系
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

形
容
詞

補
助
動
詞

「
た
ま
ふ
」

「
た
て
ま
つ
る
」

助
動
詞

「

p
り
司
令
」

「
し
む
」

「占己」
「ぬ」

「
h
リ」

「
な
り
」
(
指
定
)

「
た
り
」
(
指
定
)

「
戸
』
ム
』
7
レ
」

「
ベ
し
」

「む」

四
、
文
末
表
現
体
系
の
素
描
(
二
)

ー
巻
別
の
素
描
|

「
ド
レ
」

「ず」

続
い
て
、
巻
三
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
整
理
に
は
、
最
下
段
に
、

巻
第
二
の
状
況
を
示
し
て
対
照
す
る
が
、
巻
第
二
の
整
理
は
、
前
節
に
分
割
し
た
も
の
を
、

統
合
し
て
示
す
こ
と
と
す
る
。

〈
巻
第
三
〉

動
詞

助
詞「

と
」
(
格
助
詞
)

「
を
」
(
格
助
詞
)

「
こ
と
を
」
(
倒
置
)

「
を
+
や
」

「
ヂ
て
」

終
止
形

命
令
形

129131 
例例

12 116蓋
例例 竺

な
し
L. 

命終終
令止止
形形形

終終
止止
形形

終
止
形

終
止
形

命
令
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
止
形

終
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計
制
文

と
な
る
。
巻
第
三
は
、
巻
第
二
と
同
様
に
、
品
題
に
は
、
「
大
受
茶
羅
庚
大
儀
軌
品
之
三
」
(
巻

第
二
は
同
「
二
」
)
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
巻
第
二
の
如
く
に
は
、
原
漢
文
に
漢
文
体

と
し
て
の
偏
り
が
認
め
ら
れ
な
い
。
基
本
的
に
は
、
諸
尊
の
供
養
法
を
説
い
た
も
の
で
、

供
養
法
と
陀
羅
尼
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
巻
第
二
は
、
漢
文
と
し
て
の
総
行
制
行
、
同
じ

く
巻
第
三
は
、
知
行
で
あ
っ
て
、
ほ
ぽ
同
量
で
あ
る
。
し
か
も
、
巻
第
三
の
陀
羅
尼
は
、

巻
第
二
に
比
べ
て
字
数
が
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巻
第
二
に
お
い
て
文
末
数
が
少

な
い
の
は
、
訓
読
語
と
し
て
の
日
本
語
文
が
、
巻
第
二
に
お
い
て
長
い
こ
と
を
示
す
。

最
文
末
の
一
語
は
、
以
上
の
通
り
に
集
計
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
下
段
に
示
し
た
巻

第
二
の
総
集
計
は
、
異
な
っ
た
も
の
と
稿
者
が
認
め
た
四
分
割
を
集
会
し
た
も
の
で
、

全
体
と
し
て
文
末
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
全
体
を
統
合
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
複
合
し
て
、

出
現
の
語
の
様
態
が
広
が
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
巻
第

三
の
文
末
の
状
況
は
、
更
に
、
広
い
。
即
ち
、
巻
第
二
の
文
末
部
最
末
尾
に
あ
ら
わ
れ

る
表
現
よ
り
も
多
彩
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
巻
第
二
に
現
れ
て
、
巻
第
三
に
現
れ
な

い
語
は
、
助
動
詞
「
た
り
」
の
み
で
あ
る
が
、
逆
に
、
巻
第
三
に
現
れ
て
、
巻
第
二
に
は
、

現
れ
な
い
語
は
、
凶
語
(
語
形
)
に
上
る
。
文
の
量
に
も
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

相
対
的
に
は
、
巻
第
二
の
文
末
の
単
調
な
体
系
を
、
巻
第
三
の
文
末
に
多
彩
な
体
系
を

認
め
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

質
的
な
問
題
と
し
て
、
体
系
的
な
表
現
の
張
り
合
い
関
係
に
つ
い
て
略
述
す
れ
ば
、

巻
第
三
の
表
現
の
多
様
さ
は
、
文
末
に
現
れ
る
動
詞
、
助
動
詞
を
取
っ
て
も
、
ム
ー
ド
、

モ
ダ
リ
テ
ィ
に
関
わ
っ
て
の
表
現
が
豊
か
で
、
文
末
の
指
定
表
現
も
、
助
動
詞
「
な
り
」

に
よ
る
も
の
と
、
終
助
詞
「
ぞ
」
に
よ
る
も
の
の
複
数
の
表
現
が
現
れ
て
、
表
現
の
厚

み
を
増
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

五
、
文
末
表
現
体
系
の
素
描
(
三
)

ー
二
一
言
語
資
料
と
し
て
|

右
に
論
述
し
て
き
た
視
座
は
、
巻
第
二
の
内
部
に
お
け
る
文
体
的
な
偏
り
、

巻
第
二
と
巻
第
三
と
を
比
較
し
て
の
文
末
表
現
の
質
的
偏
り
に
つ
い
て
記
述
し

し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
高
山
寺
蔵
金
剛
頂
稀
伽
経
寛
治
二
年
点
の
、
現
存

の
二
巻
は
、
そ
の
総
体
が
一
言
語
資
料
で
あ
る
と
認
め
る
所
に
、
立
脚
し
て
訓
読
語
基

調
の
検
討
を
始
め
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
第
四
節
ま
で
に
説
い
て
来
た
文
体
差
は
、

一
資
料
の
訓
読
語
基
調
を
立
体
的
体
系
と
し
て
描
い
た
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

言
語
資
料
た
る
金
剛
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
は
、
少
な
く
と
も
寛
治
二
年
(
一

O
八
八
)

に
、
僧
賢
範
と
い
う
一
個
人
が
、
小
野
僧
正
伝
本
を
移
点
し
、
受
学
し
た
資
料
で
、
移

点
資
料
で
あ
る
と
認
め
て
も
、
一
度
は
賢
範
が
、
訓
読
語
を
再
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
該
当
資
料
そ
の
も
の
の
訓
点
が
利
用
さ
れ
た
か
否
か
の
実
証
的
な
証
拠
が

な
い
が
、
同
年
十
二
月
五
日
の
伝
授
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
古
点
に
よ
る
か
ど
う
か

は
別
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
も
、
本
来
の
巻
数
で
あ
る
三
巻
の
訓
読
語
表
現
が
成
立
し

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
複
数
巻
か
ら
成
り
立
つ
資
料
が
、
一
個
人
に
よ
っ
て
、
一
具

の
言
語
資
料
と
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
内
包
す
る
文
体
的
な
体
系
差
を
考
慮
し
つ

つ
総
体
と
し
て
の
一
言
語
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

即
ち
、
歴
史
的
な
一
個
人
の
言
語
生
活
史
を
描
こ
う
と
す
る
場
合
、
前
提
と
な
る
の
は
、

か
か
る
具
体
的
な
一
具
の
言
語
資
料
が
最
低
単
位
と
成
る
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
で
あ

る
。
言
語
の
個
体
史
(
一
個
人
の
〈
漢
文
訓
読
語
〉
史
)
の
素
描
を
目
指
す
場
合
、
生

を
受
け
て
か
ら
言
語
の
習
得
を
行
う
訳
で
あ
っ
て
、
漢
文
訓
読
語
の
習
得
期
か
ら
、
次

第
に
長
じ
て
学
習
を
深
め
、
師
の
み
な
ら
ず
第
三
者
と
の
言
語
接
触
な
ど
が
あ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
最
低
の
資
料
単
位
と
な
る
の
は
、
一
具
の
訓
点
資
料

だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
右
に
検
討
し
た
如
く
、
原
漢
文
の
影
響
も
あ
っ
て
、
一
具
の

資
料
に
、
文
体
的
多
様
性
を
内
包
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
を
念
頭
に
文
体
的
な
腕
分

け
を
行
っ
て
、
立
体
的
体
系
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

さ
て
、

ま
た
、
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言
語
資
料
た
る
一
具
の
訓
点
資
料
も
、
少
な
く
と
も
移
点
時
ま
た
伝
授
の
場
で
、
日
本

語
表
現
と
し
て
具
現
し
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
言
語
資
料
た
る
訓
点
資
料
の
成
立
状

況
に
、
古
体
の
一
一
言
語
事
象
を
含
む
な
ど
の
言
語
の
複
層
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

を
含
め
て
実
現
さ
れ
た
と
認
め
る
べ
き
で
、
言
語
の
複
層
住
の
問
題
は
、
一
具
の
訓
点

資
料
の
内
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
一

具
の
訓
点
資
料
の
訓
読
語
の
体
系
の
問
題
で
、
た
と
え
古
体
性
が
指
摘
で
き
る
に
し
て

も
、
全
訓
読
語
体
系
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

例
え
ば
、
成
唯
識
論
や
因
明
関
係
の
書
に
、
江
戸
時
代
の
版
本
に
至
る
ま
で
、
副
助
詞

「
い
」
の
残
存
す
る
こ
と
は
、
今
や
、
周
知
の
事
と
な
っ
て
い
お
が
、
こ
う
し
た
古
訓
法
が
、

断
片
的
に
残
っ
た
、
あ
る
い
は
、
特
徴
的
な
事
象
と
し
て
目
立
つ
事
象
の
域
を
で
な
い

も
の
な
の
か
、
つ
ま
り
、
訓
読
語
体
系
を
形
作
る
他
の
部
分
体
系
は
新
し
く
変
化
し
て
、

特
定
の
も
の
だ
け
が
残
存
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
資
料
全
体
の
訓
読
語
が
変
化
を
起

こ
し
て
い
な
い
の
か
で
は
、
歴
史
の
質
が
異
な
ろ
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
説
く
ま
で
も
な

か
ろ
う
。
先
に
論
じ
た
如
く
、
事
象
を
複
数
集
め
、
そ
の
事
象
の
束
を
い
く
ら
大
ぎ
く

し
て
も
、
こ
の
質
の
問
題
に
は
、
基
本
的
に
迫
り
得
な
い
事
柄
で
、
訓
読
語
の
体
系
的

な
言
語
像
の
構
築
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
、
文
末
の
最
末
尾
の
一
語
を
取
り
上
げ
て
、
体
系
的
な
記
述
を
目
指

し
て
来
た
。
こ
の
文
末
最
末
尾
の
一
語
を
取
り
上
げ
て
、
一
資
料
の
文
末
の
語
の
全
を

尽
く
す

M

方
法
H

に
よ
っ
た
が
、
果
た
し
て
か
か
る
方
法
が
有
効
に
働
い
て
、
体
系
が

描
け
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
誠
に
心
許
な
い
。

本
節
に
は
、
「
文
末
表
現
体
系
の
素
描
会
乙
|
一
言
語
資
料
と
し
て
|
」
と
節
題

を
掲
げ
た
が
、
実
は
こ
れ
を
実
証
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
何
を
措
い
て
も
、
金
剛

頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
を
出
で
て
、
別
の
一
具
の
資
料
と
対
照
し
、
相
対
と
し
て
評
価

す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
高
山
寺
蔵
書
の
中
か
ら
中
か
ら
二
点
の
資
料
の
文
末
表
現
を
整
理
し
て
み
る
。

一
点
は
、
第
八
七
回
第
幻
号
「
金
輪
王
併
頂
要
略
念
語
法
次
第
」
で
あ
る
。
本
資
料
に
は
、

巻
末
に
、
覚
経
の
奥
書
が
あ
っ
て
、

(
朱
書
)
「
承
元
二
!
(
一
二

O
八
)
七
月
十
二
日
書
了
畳
程
」

と
あ
る
も
の
で
、
鎌
倉
初
期
ま
で
時
代
が
下
が
る
が
、
事
相
書
の
例
と
し
て
、
取
り
上

げ
て
み
る
。

本
資
料
に
加
点
の
中
院
僧
正
点
は
、
決
し
て
、
密
度
の
高
い
も
の
で
は
な
い
。
文
末

の
決
定
に
資
す
る
句
切
点
も
、
文
末
と
し
て
期
待
さ
れ
る
箇
所
に
、
加
点
さ
れ
な
い
例

な
ど
を
初
め
、
不
安
定
な
要
素
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
末
で
あ
る
と
認
定
し
た
も

の
に
つ
い
て
整
理
、
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
本
資
料
は
、
儀
軌
な
ど
の
引
用

が
あ
り
、
金
輪
王
の
供
養
法
を
箇
条
書
的
に
記
し
た
書
で
、
書
中
に
陀
羅
尼
を
含
む
。

本
資
料
の
文
末
の
整
理
に
当
た
っ
て
は
、
先
の
方
針
と
同
様
、
こ
の
陀
羅
尼
は
除
外
す
る
。

ま
た
、
内
題
、
尾
題
も
除
外
す
る
。
以
下
の
よ
う
な
、

O
次
加
持
供
物
用
前
一
字
明
を

次

五

悔

在

別

次

五

大

顕

在

別

(

二

オ

5
1
6
)

な
ど
と
あ
る
小
書
き
、
割
り
書
き
も
除
外
す
る
。
な
お
、
右
の
例
の
「
次
加
持
供
物
」

な
ど
の
場
合
の
文
末
は
、
名
詞
と
認
定
す
る
。

こ
の
金
輪
王
仏
頂
要
略
念
語
法
次
第
承
元
二
年
点
の
文
は
、
間
文
が
存
し
、
同
数
の

文
末
が
存
す
る
。
文
末
の
最
末
尾
の
一
語
は
、
以
下
の
整
理
の
よ
う
に
現
れ
る
。

動
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例
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計
郎
文

右
の
整
理
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
量
的
に
は
、
動
請
の
活
用
形
と
名
詞
(
体
言
止
め
て

ク
語
法
が
二
桁
の
出
現
を
見
せ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
比
較
的
簡
素
な
体
系
で
表

現
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ム

l
ド
の
点
か
ら
は
、
活
用
語
が
命
令
形

を
と
る
例
|
多
〈
は
、
動
詞
で
あ
る
l
が
目
立
つ
。
動
詞
の
場
合
、
漢
文
本
文
の
用
字

を
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
は
、
終
助
詞
「
や
」
が
、

l
例
出
現
す
る
の
み
で
あ
る
。
先

の
金
問
頂
磁
伽
経
寛
治
二
年
点
の
場
合
と
比
べ
る
と
、
例
え
ば
、
出
現
異
な
り
語
数
が

少
な
い
点
も
指
摘
で
き
る
が
、
箇
条
書
き
的
な
資
料
で
あ
る
金
輪
王
仏
頂
略
念
語
法
次

第
承
元
二
年
点
に
お
け
る
体
言
止
め
の
多
用
は
、
原
漢
文
由
来
で
は
あ
る
も
の
の
、
質

の
点
で
の
遣
い
が
、
文
末
表
現
体
系
に
現
れ
て
い
る
と
見
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
点
目
は
、
高
山
寺
蔵
大
批
直
遮
那
成
仏
経
疏
康
和
五
年
(
一
一

O
三
)
点
を
取
り

上
げ
て
み
る
。
高
山
寺
第
一
八
一
函
第
l
号
1
第
四
号
(
巻
第
一
欠
巻
)
と
し
て
現
蔵

の
資
料
で
あ
る
。
本
資
料
は
、
訓
点
も
開
密
で
、
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
に
揺
れ
が
少
な
く
、

訓
点
資
料
と
し
て
質
の
高
い
信
頼
で
き
る
資
料
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

本
資
料
の
訓
点
資
料
と
し
て
の
信
頼
性
は
、
築
島
裕
博
士
や
月
本
雅
幸
氏
の
認
め
ら
れ

て
い
る
と
に
引
ず
、
稿
者
自
身
が
、
原
本
資
料
の
移
点
に
携
わ
っ
た
巻
第
十
八
・
一
帖
(
第

口
号
)
、
即
ち
、
現
存
計
十
九
巻
・
十
九
帖
の
内
、
巻
第
十
八
の
み
を
対
象
と
し
て
、
文

末
表
現
の
整
理
を
試
み
て
み
る
。

本
巻
第
十
八
の
奥
書
は
、
「
(
朱
書
)
『
二
校
了
』
」
と
あ
る
許
で
あ
る
が
、
僚
巻
の
奥
書
に
は
、

「
快
与
」
に
よ
る
康
和
五
年
の
奥
書
が
存
し
て
、
十
二
世
紀
極
初
頭
の
中
院
僧
正
点
加
点

資
料
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
訓
点
資
料
で
あ
る
。
本
資
料
も
、
こ
れ
ま
で
に
説
い
て
き

た
と
同
様
の
方
針
に
従
っ
て
文
末
を
認
定
す
る
。
以
上
と
同
様
に
、
句
読
点
は
、
右
下

の
星
点
は
、
句
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
左
下
の
星
点
は
、
返
点
と
し
て
の
み
機

能
す
る
場
合
と
、
返
点
と
句
点
と
兼
ね
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
断
っ
て
お
く
。

文
末
最
末
尾
の
一
語
を
取
り
上
げ
て
整
理
を
行
う
と
、
以
下
の
様
に
な
る
。

動

詞

終

止

形

加

例

連
体
形

4
例

命

令

形

引

例

終
止
形

3
例

「
な
し
」
終
止
形
同
例

命
令
形

2
例

形
容
詞

補
助
動
詞

「
た
ま
ふ
」

「
た
て
ま
つ
る
」

助
「動
名詞

「
当
口
」

「つ」

「
ぬ
」

「
た
り
」

「
h

リ」
「
な
り
」
(
指
定
)

「
た
り
」
(
指
定
)

終
止
形

命
令
形

終
止
形

終終終終終終連終命終
止止止止止止体止令止
形形形形形 形 形形形形

1 2 14 
例例例
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「ザ」
L
』
!
と

「
ベ
し
」

「む」ずじ

Z ク名 助
'>' 三五告 吾-5窪同士 523Fz F3剖

接 格
続助
助調
詞)

虫
損
に
て
不
明

終
止
形

終
止
形

連
体
形

終
止
形

連
体
形

終
止
形

終
止
形

連
体
形

命
令
形

却
例

川知例
l
例

お
例

4
例

2
例

打
倒
(
内
「
あ
ら
ず
」
日
例
)

2
例
(
内
「
あ
ら
ず
」

l
例
)

円

J
M
U

司

a
A
F
2中
L

辺
倒

2
例
(
倒
置
)

5
例

-
例

l
例

3
例
(
疑
問
2
例
、
指
定
l
例
)

却
例
(
疑
問
、
反
語
〈
「
を
や
」
を
含
む
〉
)

日
例
(
内
、
「
云
々
」

5
例
を
含
む
)

日
例
(
右
下
星
点
の
用
例
の
み
)

8
例

5
例

円

U

計
お
文
(
不
明
分
5
例
は
除
外
)

右
の
如
く
で
あ
る
が
、
金
剛
頂
聡
伽
経
寛
治
二
年
点
に
見
え
て
、
大
耽
直
遮
那
経
疏
康

和
五
年
点
巻
第
十
八
に
見
え
な
い
語
は
、
助
動
詞
「
ら
る
」
一
語
で
あ
る
。
右
に
取
り

上
げ
た
大
毘
直
遮
那
経
疏
は
巻
第
十
八
の
み
で
一
巻
・
一
帖
で
あ
る
が
、
言
語
量
自
体

が
文
数
に
し
て
、
金
剛
頂
稔
伽
経
二
巻
分
の
約
了
六
倍
ほ
ど
あ
る
資
料
で
あ
る
。
言
語

量
そ
の
も
の
が
大
き
い
。
言
語
量
の
増
大
に
伴
っ
て
、
文
末
表
現
が
多
様
に
現
れ
る
と

は
短
絡
的
に
は
解
釈
が
出
来
な
い
。
確
か
に
、
金
剛
頂
聡
伽
経
寛
治
二
年
点
と
比
較
し
て
、

大
耽
直
遮
那
経
疏
康
和
五
年
点
に
特
有
の
文
末
用
語
が
あ
る
。
両
者
の
比
較
で
特
徴
的

な
事
象
に
は
、
ム
ー
ド
の
面
で
は
、
連
用
形
の
終
止
法
が
目
立
つ
。
ま
た
、
ア
ス
ペ
ク

ト
の
助
動
詞
も
大
耽
直
遮
那
経
疏
康
和
五
年
点
に
お
い
て
呉
な
り
が
豊
富
で
あ
る
。
ま

た
、
終
助
詞
も
豊
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
の
中
に
は
、
大
耽
虚
遮
那
経
疏
康
和
五

年
点
に
お
い
て
I
例
と
か
3
倒
と
か
の
僅
少
な
出
現
が
あ
る
か
ら
、
言
語
量
が
大
き
い

と
言
う
こ
と
に
由
来
し
て
、
希
少
な
用
例
が
た
ま
た
ま
現
れ
た
と
の
解
釈
も
、
成
立
す

る
と
認
め
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
言
語
量
の
多
寡
の
側
面
で
の
解
釈
が
な
り
た
つ
事
を
否
定
で
き
な
い
が
、

文
末
表
現
の
質
的
な
点
を
考
察
す
れ
ば
、
両
者
の
差
が
記
述
で
き
る
。

例
え
ば
、
体
系
の
量
的
構
造
に
関
し
て
言
え
ば
、
助
動
詞
「
な
り
」
の
出
現
は
、
金

剛
頂
磁
伽
経
覧
治
二
年
点
に
は
計
似
例
、
大
耽
虚
遮
那
経
疏
康
和
五
年
点
に
は
心
例
で

あ
っ
て
、
四
倍
以
上
の
聞
き
が
存
す
る
。
こ
の
出
現
の
大
耽
直
遮
那
経
疏
康
和
五
年
点

に
多
い
の
は
、
大
耽
直
遮
那
経
疏
の
表
現
内
容
に
因
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
即
ち
、
大
耽

直
遮
那
経
疏
は
注
釈
書
で
あ
っ
て
、
こ
の
注
釈
的
内
容
は
、
大
日
経
の
本
文
の
注
釈
に

採
用
さ
れ
て
い
る
、

日
、
是
主
(
の
)
知
(
き
)
一
類
の
衆
生
霊
有
れ
ば
[
ィ
.
有
(
る
)
ニ
ハ
]
宜

く
此
喜
を
以
て
佑
ス
ヘ
キ
也
。
(
二
オ
4
・
「
也
」
は
直
読
で
あ
る
と
思
し
い
)

問
、
菩
薩
は
其
(
の
)
樫
を
害
(
す
)
と
(
い
ふ
)
害
と
(
い
)
フ
ハ
是
れ
封
治

の
義
な
り
・
永
〈
隠
眠
草
を
害
す
と
言
宣
(
ふ
)
か
如
(
し
)
今
も
亦
是

(
の
)
如
(
き
)
は
彼
の
僅
結
喜
を
害
す
る
也
。
(
二
オ
8
)

な
ど
の
如
〈
の
注
釈
文
体
に
起
因
し
よ
う
。
但
し
、
こ
の
注
釈
文
体
と
は
、
原
漢
文
に

由
来
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
な
り
」
多
出
の
原
因
は
、

そ
の
多
く
を
原
漢
文
の
注
釈
文
体
た
る
と
こ
ろ
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
活
用
語
の
活
用
形
に
関
し
て
の
連
体
形
文
末
の
出
現
は
、
巻
第
十
八
に
は
、

注
釈
の
方
法
と
し
て
、
説
話
の
文
章
が
多
く
あ
る
こ
と
に
拠
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
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説
話
の
文
章
で
は
、
対
話
、
問
答
が
記
述
さ
れ
る
が
、
連
体
形
終
止
の
出
現
は
、
疑
問

副
詞
に
対
応
し
た
文
末
に
現
れ
る
。
テ
ン
ス
の
助
動
詞
「
き
」
の
出
現
や
、
ア
ス
ペ
ク

ト
の
助
動
詞
の
多
様
な
体
系
は
、
こ
れ
も
、
説
話
の
文
章
が
存
す
る
故
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
る
。
原
渓
文
の
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
助
動
詞
や
助
詞
の
使
用
状
況
は
、
日
本
語

た
る
訓
読
語
の
問
題
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
、
大
町
宜
遮
那
経
疏
康
和
五
年
点
に
は
、
活
用
語
命
令
形
の
終
止
が
少
な
い
。

金
剛
頂
磁
伽
経
寛
治
二
年
点
二
巻
に
は
、
日
例
の
出
現
が
あ
る
。
大
耽
慮
遮
那
経
疏
康

和
五
年
点
に
は
、

M
M

例
の
出
現
し
か
な
い
。
こ
の
量
的
な
遠
い
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、

命
令
法
の
出
現
が
、
金
剛
頂
聡
伽
経
寛
治
二
年
点
に
お
い
て
多
い
の
は
、
事
相
面
で
の

諸
尊
の
供
養
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
で
、
こ
の
諸
尊
供
養
に
お
け
る
所
作
や
作
法

の
指
示
に
、
命
令
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
儀
軌
類
も
同
様
で
あ
る
が
、
活

用
語
命
令
形
に
よ
る
命
令
法
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
活
用
形
の
選
択
は
、

原
渓
文
の
表
現
内
容
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
の
、
本
質
的
に
命
令
形
が

使
用
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
も
訓
読
語
の
側
の
問
題
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
節
は
、
一
言
語
資
料
と
し
て
の
金
剛
頂
稔
伽
経
寛
治
二
年
点
の
文
末
表
現
の
記
述

と
、
時
代
の
降
っ
た
中
院
僧
正
点
の
二
資
料
(
そ
の
内
の
大
見
直
遮
那
経
疏
康
和
五
年

点
は
、
現
存
十
九
帖
の
内
の
一
帖
の
み
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
)
と
の
比
較
に
留

ま
る
が
、
原
漢
文
の
表
現
内
容
に
よ
っ
て
、
同
一
ヲ
コ
ト
点
資
料
資
料
の
聞
に
、
文
体

的
な
差
が
存
し
、
そ
の
差
は
、
文
末
表
現
体
系
に
反
映
し
て
い
る
と
認
め
て
も
よ
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
稿
が
、
羊
頭
狗
肉
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
の
は
、
稿
者
の
自
覚
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
右
に
は
、
密
教
の
、
仏
説
の

w
経
H

で
は
あ
る
も
の
の
、
事
相
的
色

彩
の
強
い
資
料
で
あ
る
金
剛
頂
聡
伽
経
寛
治
二
年
点
二
巻
を
取
り
上
げ
て
、
内
部
的
な

文
体
の
鵬
分
け
を
、
一
巻
中
の
漢
文
体
の
偏
り
に
注
目
し
行
っ
て
み
た
。
ま
た
進
ん
で
、

巻
別
の
文
末
表
現
体
系
と
言
う
観
点
か
ら
文
末
表
現
体
系
を
手
懸
か
り
に
腕
分
け
を

行
っ
て
み
た
。
さ
ら
に
第
五
節
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
の
が
中
院
僧
正
点
加
点
の
二
資

料
で
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
中
院
僧
正
点
の
他
資
料
の
文
末
最
末
尾
の
一
語
を
採
っ
て
、

文
末
表
現
体
系
の
比
較
を
行
っ
て
み
た
。

結
果
は
、
右
に
纏
め
、
論
じ
た
通
り
で
あ
る
が
、
い
ま
、
稿
者
自
身
が
、
最
も
自
己

批
判
が
出
来
か
ね
て
い
る
の
は
、
右
の
方
法
で
、
素
描
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
一
訓
点

、、

資
料
の
文
末
表
現
体
系
を
描
き
得
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
文
末
最
末
尾
一
語
を
手
懸

か
り
と
し
た
方
法
を
採
っ
た
が
、
か
か
る
視
点
か
ら
は
、
挙
が
っ
て
く
る
語
に
、
例
え

ば
、
会
話
引
用
の
格
助
詞
「
と
」
の
項
目
に
纏
ま
っ
た
用
例
数
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、

文
末
の
表
現
体
系
と
し
て
の
質
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
む
し
ろ
、
格
助
詞
「
と
」

に
導
か
れ
る
直
前
の
表
現
を
問
題
に
す
べ
き
よ
う
に
も
反
省
す
る
。
方
法
的
な
検
討
が

課
題
と
し
て
残
っ
た
。
そ
の
他
、
本
稿
の
課
題
と
な
る
問
題
な
ど
な
ど
、
細
大
、
大
方

の
ご
批
判
を
賜
り
た
い
。
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注

I
、
築
島
俗
『
平
安
時
代
訓
点
本
論
考
研
究
篇
』
(
平
成
八
年
五
月
、
汲
古
書
院
)

2
、
拙
著
『
平
安
鎌
倉
時
代
漢
文
訓
読
語
史
料
論
』
(
平
成
十
九
年
二
月
、
汲
古
書
院
)
第
五
章
第

一
節
悶
頁
。

3
、
築
島
給
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
(
昭
和
三
十
八
年
三
月
、
東
京
大
学

出
版
会
)
。

4
、
沼
本
克
明
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
る
日
本
漢
字
音
に
就
き
て
の
研
究
』
(
昭
和
五
十
七
年
三
月
、

武
蔵
野
書
院
)
。

同
『
日
本
漢
字
音
の
歴
史
的
研
究
体
系
と
表
記
を
め
ぐ
っ
て
』
(
平
成
九
年
十
二
月
、
汲
古

書
院
)
。

5
、
大
矢
透
『
仮
名
遣
及
仮
名
字
体
沿
革
史
料
』
(
明
治
四
十
二
年
三
月
、
帝
国
学
土
院
)
。

6
、
注
2
拙
著
。

7
、
小
林
芳
規
・
松
本
光
隆
・
鈴
木
恵
「
石
山
寺
誠
僻
説
太
子
須
陀
掌
経
平
安
中
期
勃
」
(
『
訓
点

語
と
訓
点
資
料
』
第
七
十
了
七
十
二
韓
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三



8
、
注
2
拙
著
、
第
三
章
第
一
節
。

9
、
月
本
雅
幸
「
因
明
論
疏
の
古
訓
点
と
そ
の
伝
承
」
(
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
記
念
特
集
、
平

成
十
年
三
月
三

同
「
古
訓
点
の
改
変
に
つ
い
て
l
藤
原
頼
長
加
点
「
因
明
論
疏
」
を
め
ぐ
っ
て
|
」
(
『
国
語

と
国
文
学
』
第
八
十
五
巻
第
八
号
、
平
成
二
十
年
八
月
三

月
本
雅
幸
氏
は
、
右
に
お
い
て
因
明
論
疏
の
訓
読
語
に
つ
い
て
論
じ
て
居
ら
れ
る
が
、
因
明

論
疏
の
訓
読
語
は
、
平
安
時
代
典
型
的
な
特
徴
の
あ
る
訓
読
語
で
、
謂
わ
ば
、
「
因
明
読
み
」
(
稿

者
の
理
解
で
あ
る
)
と
も
言
う
べ
き
印
象
的
特
徴
を
持
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
お
考
え
の
よ
う

に
判
ぜ
ら
れ
る
。
稿
者
の
言
う
、
訓
読
語
基
調
の
特
徴
的
あ
り
方
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。

印
、
築
島
裕
博
士
は
、
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
誌
に
連
載
さ
れ
、
月
本
雅
幸
氏
は
、
『
高
山
寺
典

籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報
告
論
集
』
(
本
誌
)
に
連
載
し
て
、
訓
読
文
を
掲
載
さ
れ
て
、
資
料

の
公
闘
を
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

[
付
記
]

本
稿
を
成
す
に
当
た
っ
て
は
、
高
山
寺
ご
当
局
、
並
び
に
、
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
団
長

を
は
じ
め
と
す
る
団
員
各
位
の
ご
温
情
を
恭
な
く
し
た
。
記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
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