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一
　
は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
―

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」
は
、
例
え
ば
源
氏
物
語
に
お

い
て
次
の
よ
う
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
。

（
１
）「
さ
ら
に
な
お
ぼ
し
憚
り
そ
。
天
下
に
目
つ
ぶ
れ
、
足
を
れ
給
へ
り
と
も
、

な
に
が
し
は
仕
う
ま
つ
り
や
め
て
む
。
国
の
中
の
仏
神
は
、
お
の
れ
に
な

む
な
び
き
給
へ
る
」
な
ど
、
ほ
こ
り
ゐ
た
り
。
そ
の
日
ば
か
り
と
言
ふ

に
、「
こ
の
月
は
季
の
果
て
な
り
」
な
ど
、
ゐ
中
び
た
る
事
を
言
ひ
逃
る

（
玉
鬘
）

（
２
）「
高
き
家
の
子
と
し
て
、
官
爵
心
に
か
な
ひ
、
世
の
中
盛
り
に
お
ご
り
な

ら
ひ
ぬ
れ
ば
、
学
問
な
ど
に
身
を
苦
し
め
む
こ
と
は
、
い
と
ゝ
ほ
く
な
む

お
ぼ
ゆ
べ
か
め
る
。
た
は
ぶ
れ
遊
び
を
好
み
て
、
心
の
ま
ゝ
な
る
官
爵
に

の
ぼ
り
ぬ
れ
ば
、
時
に
従
ふ
世
人
の
、
下
に
は
鼻
ま
じ
ろ
き
を
し
つ
ゝ
、

追
従
し
、
け
し
き
と
り
つ
ゝ
従
ふ
ほ
ど
は
、
お
の
づ
か
ら
人
と
お
ぼ
え
て

や
む
ご
と
な
き
や
う
な
れ
ど
、
時
移
り
、
さ
る
べ
き
人
に
た
ち
お
く
れ

て
、
世
衰
ふ
る
末
に
は
、
人
に
軽
め
侮
ら
る
ゝ
に
」

（
少
女
）

（
１
）
は
、
肥
後
国
の
豪
族
で
あ
る
大
夫
監
が
、
玉
鬘
に
求
婚
す
る
場
面
で

あ
る
。
縁
組
み
を
断
ろ
う
と
す
る
乳
母
に
対
し
て
、
肥
後
国
の
仏
神
は
自
分
の

意
の
ま
ま
だ
と
い
う
傲
慢
な
物
言
い
で
強
引
に
婚
姻
を
迫
る
。（
２
）
は
、
源

氏
が
夕
霧
に
対
す
る
教
育
方
針
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
身
分
の
高
い
家
に
生
ま

れ
て
ど
ん
な
官
職
に
つ
く
こ
と
も
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
、
と
い
う
状
況
か
ら
、

夕
霧
が
「
世
の
中
盛
り
に
お
ご
り
な
ら
ふ
」
こ
と
を
危
惧
し
、
学
問
を
身
に
付

け
さ
せ
よ
う
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
場
面
は
異
な
る
が
、「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」

と
も
に
、
自
分
の
優
越
性
を
意
識
し
た
高
慢
さ
・
得
意
げ
な
ふ
る
ま
い
を
意
味

す
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
現
代
語
で
は
、
ど
ち
ら
も
文
章
語
的
な
性
質
を
帯

び
て
お
り
、「
世
界
に
誇
る
日
本
の
伝
統
芸
能
」
の
よ
う
に
、
実
質
・
実
態
を

伴
っ
た
優
越
感
や
自
負
を
表
す
「
ほ
こ
る
」
に
対
し
、「
お
ご
る
」
は
「
傲
り

高
ぶ
っ
た
態
度
」
の
よ
う
に
、
腹
立
た
し
い
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
た
マ
イ
ナ
ス

平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
「
ほ
こ
る
」
と
「
お
ご
る
」土
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評
価
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
代
語
に
お
い
て
は
二
語
の
意

味
の
違
い
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
先
の
（
１
）「
ほ
こ
る
」
が
、
田
舎
者

の
大
夫
監
に
対
す
る
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
平
安
時

代
和
文
に
お
い
て
こ
の
二
語
の
意
味
は
近
い
。
こ
の
こ
と
は
、
古
辞
書
に
お
い

て
同
字
に
「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」
両
訓
が
施
さ
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら

も
指
摘
で
き
る

（
注
１
）

。
例
え
ば
『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』「
傲
」
字
（
佛
上
一
四

―
五
）
・
「
誇
」
字
（
法
上
　
七
〇
―
一
）
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
枕
草
子
「
正
月
寺
に
こ
も
り
た
る
は
」
段
、
能
因
本
系
に

七
八
は
か
り
な
る
お
の
こ
ゝ
の
あ
い
き
や
う
つ
き
―お
―こ
―り
た
る
こ
ゑ
に
て
さ
ふ

ら
ひ
人
よ
ひ
付
も
の
な
と
い
ひ
た
け
は
ひ
も
い
と
お
か
し

（『
校
本
枕
冊
子
』
百
二
十
四
―
五
五
）

と
あ
る
箇
所
は
、
前
田
本
で
は
「
あ
い
行
つ
き
―ほ
―こ
―り
た
る
こ
ゑ
に
て
」
と
な

っ
て
い
る

（
注
２
）

。
こ
の
よ
う
に
、
語
形
・
意
味
と
も
に
類
似
し
た
二
語
で
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
派
生
・
複
合
と
い
っ
た
語
構
成
の
面
か
ら
の
相
違
点
と
し
て
は

次
の
三
点
が
指
摘
で
き
る
。

ま
ず
、
他
の
動
詞
と
結
び
つ
い
て
複
合
動
詞
を
構
成
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ

の
構
成
す
る
複
合
動
詞
は
次
の
よ
う
に
な
る

（
注
３
）

。

ほ
こ
る
：

―
あ
り
く
（
歩
）
宇
津
保
　
　
―
な
ら
ふ
（
慣
）
源
氏

―
ゐ
る
（
居
）
源
氏
　
　
　
　
ゑ
み
（
笑
）
―
　
紫

お
ご
る
：

―
あ
り
く
（
歩
）
落
窪
　
　
　
―
な
ら
ふ
（
慣
）
源
氏

お
も
ひ
（
思
）
―
　
源
氏
・
寝
覚
　
　
お
ぼ
し
（
思
）
―
　
源
氏

両
語
に
共
通
す
る
後
項
「
あ
り
く
（
歩
）」「
な
ら
ふ
（
慣
）」
が
あ
る
一
方

で
、「
お
ご
る
」
の
み
に
「
お
も
ひ
お
ご
る
」「
お
ぼ
し
お
ご
る
」
が
あ
り
、
心

理
動
作
語
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
か
の
よ
う

に
、「
お
ご
る
」
は
名
詞
「
こ
こ
ろ
（
心
）」
と
複
合
し
て
「
心
お
ご
り
」（
名

詞
）
・
「
心
お
ご
り
す
」（
サ
変
動
詞
）
を
構
成
す
る
の
に
対
し
、「
ほ
こ
る
」

に
は
「
心
」
と
結
び
つ
く
語
形
の
広
が
り
は
な
い
。

こ
の
君
し
も
ぞ
、
宮
に
を
と
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ず
、
さ
ま
こ
と
に
か

し
づ
き
た
て
ら
れ
て
、
か
た
は
な
る
ま
で
―心
―お
―ご
―り
も
し
、
世
を
思
ひ
す

ま
し
て
、
あ
て
な
る
心
ば
へ
は
こ
よ
な
け
れ
ど

（
源
氏
物
語
　
宿
木
）

さ
ら
に
、「
ほ
こ
る
」
が
「
ほ
こ
り
か
な
り
」「
ほ
こ
ら
し
げ
な
り
」
と
い
っ
た

形
容
動
詞
系
を
持
つ
の
に
対
し
、「
お
ご
る
」
に
は
「
お
ご
り
か
な
り
」「
お
ご

ら
し
げ
な
り
」
と
い
っ
た
語
彙
は
派
生
し
な
い
。

下
に
は
思
ひ
く
だ
く
べ
か
め
れ
ど
、
―ほ
―こ
―り
―か
―に
も
て
な
し
て
、
つ
れ
な

き
さ
ま
に
し
あ
り
く
。

（
源
氏
物
語
　
須
磨
）
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以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
優
越
感
・
慢
心
を
表
す
類
義

動
詞
「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」
の
意
味
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か

ら
派
生
・
複
合
し
て
形
成
さ
れ
る
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
や
「
心
お
ご
り
」
の
表

現
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
す
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
心
お
ご
り
」

の
表
現
が
、
平
安
時
代
和
文
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
表
現
価
値
を
持
っ
て
い
た

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
、
語
形
・
意

味
の
近
い
類
義
動
詞
の
意
味
関
係
の
変
遷
を
考
究
す
る
一
階
梯
と
し
た
い
。

二
　
「
ほ
こ
る
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

ま
ず
、
動
詞
「
ほ
こ
る
」
の
意
味
用
法
か
ら
考
察
し
て
い
く
。
複
合
動
詞
を

含
め
て
動
詞
「
ほ
こ
る
」
の
用
例

（
注
４
）

は
、
土
左
日
記
に
一
例
、
宇
津
保
物
語
に

二
例
、
源
氏
物
語
に
三
例
、
紫
式
部
日
記
に
一
例
、
栄
花
物
語
に
一
例
で
あ
っ

た
。
ま
ず
、
源
氏
物
語
以
外
の
用
例
を
見
る
。

①
乳
母
た
ち
は
御
几
帳
の
後
ろ
に
並
み
居
て
、
い
づ
れ
の
宮
を
か
ま
づ
抱
き

た
ま
ふ
と
、
挑
み
交
は
し
て
見
る
に
、
二
の
宮
遊
び
た
ま
ふ
を
か
き
抱
き

た
ま
ひ
て
、
御
膝
に
据
ゑ
つ
つ
、
か
き
撫
で
つ
つ
見
た
ま
ふ
。（
中
略
）

上
、「
坊
を
こ
そ
ま
づ
見
む
と
思
へ
。
呼
び
に
や
り
て
賜
へ
」
と
聞
こ
え

た
ま
へ
ば
、「
今
、
今
日
明
日
過
ご
し
て
」
と
の
た
ま
ふ
。
今
宮
の
御
乳

母
、
い
と
ね
た
し
と
思
ふ
。
二
の
宮
の
は
、「
さ
れ
ど
わ
れ
こ
そ
」
と
て

ほ
こ
る

（
宇
津
保
物
語
　
国
譲
下
）

宇
津
保
物
語
の
用
例
①
は
、
帝
が
今
宮
・
二
の
宮
の
い
ず
れ
を
先
に
お
抱
き

に
な
る
か
と
乳
母
た
ち
が
注
目
す
る
中
、
あ
て
宮
の
皇
子
で
あ
る
二
の
宮
を
ま

ず
お
抱
き
に
な
っ
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
二
の
宮
を
抱
い
た
帝
は
、
そ
の
場

に
い
な
い
東
宮
に
こ
そ
ま
ず
会
い
た
い
の
だ
、
と
言
う
の
だ
が
、
二
の
宮
の
乳

母
は
、
東
宮
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
帝
が
今
宮
よ
り
も
二
の
宮
を
先
に

お
抱
き
に
な
っ
た
こ
と
に
優
越
感
を
お
ぼ
え
る
。
具
体
的
に
自
慢
し
、
得
意
に

な
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
り
、
意
識
す
る
相
手
に
対
し
て
相
対
的
な
優
越
感
を

持
っ
た
心
情
で
あ
る
。

②
人

ぐ
の
御
け
し
き
ど
も
、
心
ち
よ
げ
な
り
。
心
の
う
ち
に
思
ふ
こ
と
あ

ら
む
人
も
、
た
ゞ
い
ま
は
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
き
世
の
け
は
ひ
な
る
う
ち
に
も
、

宮
大
夫
、
こ
と
さ
ら
に
も
ゑ
み
ほ
こ
り
た
ま
は
ね
ど
、
人
よ
り
ま
さ
る
う

れ
し
さ
の
、
お
の
づ
か
ら
色
に
出
づ
る
ぞ
こ
と
わ
り
な
る
（
紫
式
部
日
記
）

紫
式
部
日
記
の
用
例
②
は
、
皇
子
誕
生
の
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情

や
思
惑
は
あ
れ
、
今
は
み
な
喜
び
に
包
ま
れ
る
中
、
特
に
中
宮
大
夫
は
こ
と
さ

ら
「
ゑ
み
ほ
こ
」
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
自
然
に
人
よ
り
も
勝
る
う
れ
し
さ
が

に
じ
ん
で
い
る
。「
ゑ
み
ほ
こ
る
」
様
子
が
否
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
先
の
用

例
①
と
同
じ
く
、
宮
仕
え
の
中
で
、
自
分
の
仕
え
て
い
る
中
宮
に
皇
子
が
誕
生

す
る
と
い
う
、
得
意
に
な
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
喜
ば
し
い
出
来
事
が
あ
り
、

周
囲
の
同
僚
に
対
す
る
優
越
感
が
表
情
に
で
る
こ
と
が
「
ゑ
み
ほ
こ
る
」
と
表

現
さ
れ
る
。

③
舵
取
し
て
、
幣
奉
ら
す
る
に
、
幣
の
東
へ
散
れ
ば
、
舵
取
の
申
し
て
奉
る

言
は
、「
こ
の
幣
の
散
る
方
に
、
御
船
す
み
や
か
に
漕
が
し
め
給
へ
」
と
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申
し
て
奉
る
。（
中
略
）
こ
の
間
に
、
風
の
よ
け
れ
ば
、
舵
取
い
た
く
ほ

こ
り
て
、
舟
に
帆
上
げ
な
ど
喜
ぶ

（
土
左
日
記
）

④
又
田
楽
と
い
ひ
て
、
怪
し
き
や
う
な
る
鼓
腰
に
結
ひ
つ
け
て
、
笛
吹
き
、

さ
ゝ
ら
と
い
ふ
物
突
き
、
さ
ま

ぐ
の
舞
し
て
、
あ
や
し
の
男
ど
も
歌
う

た
ひ
、
心
地
よ
げ
に
ほ
こ
り
て
、
十
人
ば
か
り
ゆ
く

（
注
５
）

（
栄
花
物
語
　
巻
第
十
九
）

土
左
日
記
の
用
例
③
は
、
舵
取
り
が
、
自
分
の
言
葉
通
り
に
良
い
風
が
吹
い
た

こ
と
を
、
栄
花
物
語
の
用
例
④
は
、
田
楽
の
祭
で
、
大
宮
が
ご
覧
に
な
る
前
で

演
奏
し
、
歌
い
舞
い
踊
る
晴
れ
晴
れ
し
さ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
得
意
に
思
い
ふ
る
ま

う
様
子
で
あ
る
。
以
上
見
た
よ
う
に
、「
ほ
こ
る
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
周

囲
に
対
し
て
自
慢
に
思
い
、
得
意
に
な
る
よ
う
な
具
体
的
な
出
来
事
が
あ
り
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
優
越
感
を
抱
い
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

源
氏
物
語
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑤
火
影
に
見
し
顔
お
ぼ
し
出
で
ら
る
。
う
ち
と
け
で
向
か
ひ
ゐ
た
る
人
は
え

疎
み
は
つ
ま
じ
き
さ
ま
も
し
た
り
し
か
な
、
何
の
心
ば
せ
あ
り
げ
も
な
く

さ
う
ど
き
ほ
こ
り
た
り
し
よ
、
と
お
ぼ
し
出
づ
る
に
、
に
く
か
ら
ず
、
な

ほ
懲
り
ず
ま
に
又
も
あ
だ
名
立
ち
ぬ
べ
き
御
心
の
す
さ
び
な
め
り（

夕
顔
）

軒
端
荻
に
つ
い
て
の
源
氏
の
評
価
で
あ
る
。
源
氏
は
、
か
つ
て
空
蝉
と
碁
を
う

つ
姿
を
覗
き
見
し
た
際
の
様
子
を
回
想
し
、
軒
端
荻
の
、
空
蝉
と
は
対
照
的
に

何
の
思
慮
も
な
い
か
の
よ
う
に
は
し
ゃ
い
で
い
た
姿
を
思
い
返
す
。
こ
の
時
の

軒
端
荻
の
様
子
は
、
空
蝉
巻
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
。

⑥
に
ぎ
は
ゝ
し
う
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
を
か
し
げ
な
る
を
、
い
よ

く
ほ
こ
り

か
に
う
ち
と
け
て
、
笑
ひ
な
ど
そ
ぼ
る
れ
ば
、
に
ほ
ひ
多
く
見
え
て
、
さ
る

方
に
い
と
を
か
し
き
人
ざ
ま
な
り
。
あ
は
つ
け
し
と
は
お
ぼ
し
な
が
ら
、

ま
め
な
ら
ぬ
御
心
は
こ
れ
も
え
お
ぼ
し
放
つ
ま
じ
か
り
け
り

（
空
蝉
）

控
え
め
な
空
蝉
に
対
し
て
、
華
や
か
な
魅
力
を
放
つ
軒
端
荻
の
様
子
が
源
氏
の

目
を
通
し
て
描
か
れ
る
。
用
例
⑤
「
さ
う
ど
く
」、
用
例
⑥
「
に
ぎ
は
ゝ
し
う

あ
い
ぎ
や
う
づ
く
」「
う
ち
と
く
」「
笑
ひ
な
ど
そ
ぼ
る
」「
に
ほ
ひ
多
く
見
ゆ
」

と
い
っ
た
語
句
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
自
ら
の
若
さ
や
美
し
さ
に
対
す
る
自

信
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
様
子
が
、
対
す
る
空
蝉
の
控
え
め
な
姿
と
の
対
比
と
し

て
源
氏
に
強
い
印
象
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
用
例
⑤
「
何
の
心
ば
せ
あ
り
げ

も
な
く
」、
用
例
⑥
「
あ
は
つ
け
し
」
と
い
っ
た
評
価
語
句
か
ら
は
、
批
判
的

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
も
す
る
が
、
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
な
い
こ

と
は
、
そ
の
よ
う
に
回
想
す
る
源
氏
自
身
が
、
用
例
⑤
「
に
く
か
ら
ず
、
な
ほ

懲
り
ず
ま
に
又
あ
だ
名
立
ち
ぬ
べ
き
御
心
」、
用
例
⑥
「
こ
れ
も
え
お
ぼ
し
放

つ
ま
じ
か
り
け
り
」
と
心
を
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

次
の
例
は
、
近
江
君
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
（
注
６
）
。

⑦
あ
は
つ
け
き
こ
わ
ざ
ま
に
の
た
ま
ひ
出
づ
る
こ
と
は
、
こ
は

ぐ
し
く
言

葉
た
み
て
、
わ
が
ま
ゝ
に
ほ
こ
り
―な
―ら
―ひ
た
る
乳
母
の
懐
に
な
ら
ひ
た
る

さ
ま
に
、
も
て
な
し
い
と
あ
や
し
き
に
、
や
つ
る
ゝ
な
り
け
り
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（
常
夏
）

早
口
で
、
訛
り
の
あ
る
無
骨
な
言
葉
遣
い
の
近
江
君
に
つ
い
て
、「
わ
が
ま
ま

に
」
思
い
通
り
に
さ
せ
て
く
れ
た
乳
母
に
甘
や
か
さ
れ
て
、
振
る
ま
い
に
品
が

な
く
見
劣
り
が
す
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
田
舎
び
た
近
江
君
へ
の
批
判
が
含
ま
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
近
江
君
に
対
す
る
視
線
は
絶
対
的
な
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
は

な
く
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑧
腹
立
ち
給
顔
や
う
、
―け
―近
―く
―あ
―い
―ぎ
―や
―う
―づ
―き
て
、
う
ち
そ
ぼ
れ
た
る
は
、

さ
る
方
に
お
か
し
く
―罪
―ゆ
―る
―さ
―れ
―た
―り
　
　
　
　

（
常
夏
）

⑨
紅
と
い
ふ
も
の
、
い
と
赤
ら
か
に
か
い
つ
け
て
、
髪
け
づ
り
つ
く
ろ
ひ
給

へ
る
、
さ
る
方
―に
―ぎ
―は
―ゝ
―し
―く
―、
―あ
―い
―ぎ
―ゃ
―う
―づ
―き
―た
―り
。
御
対
面
の
ほ

ど
、
さ
し
過
ぐ
し
た
る
こ
と
も
あ
ら
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
（
常
夏
）

用
例
⑧
は
、
五
節
に
対
し
て
思
い
上
が
っ
た
き
つ
い
物
言
い
を
す
る
も
の
の
、

二
人
で
た
わ
む
れ
て
い
る
様
子
は
そ
れ
な
り
に
か
わ
い
げ
が
あ
る
と
評
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
用
例
⑨
の
よ
う
に
、
衣
に
香
を
焚
き
し
め
、
紅
を
さ
す
姿

も
、「
に
ぎ
は
ゝ
し
く
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
た
り
」
と
評
さ
れ
る
。
こ
の
、「
あ
い

ぎ
ょ
う
づ
く
」「
に
ぎ
は
ゝ
し
」
と
い
っ
た
、
華
や
か
で
無
邪
気
な
愛
ら
し
さ

か
ら
く
る
魅
力
は
、
お
な
じ
「
ほ
こ
る
」
を
用
い
て
評
価
さ
れ
る
、
先
の
用
例

⑤
⑥
の
軒
端
荻
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
冒
頭
に
上
げ
た
玉
鬘
巻
の
大
夫
監
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
は
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
田
舎
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
己
の
優
越
性
を
誇
張
し

た
姿
と
し
て
描
か
れ
る
。

⑩
「
さ
ら
に
な
お
ぼ
し
憚
り
そ
。
天
下
に
目
つ
ぶ
れ
、
足
を
れ
給
へ
り
と
も
、

な
に
が
し
は
仕
う
ま
つ
り
や
め
て
む
。
国
の
中
の
仏
神
は
、
お
の
れ
に
な

む
な
び
き
給
へ
る
」
な
ど
、
ほ
こ
り
ゐ
た
り
。
そ
の
日
ば
か
り
と
言
ふ
に
、

「
こ
の
月
は
季
の
果
て
な
り
」
な
ど
、
ゐ
中
び
た
る
事
を
言
ひ
逃
る（

玉
鬘
）

用
例
⑦
⑧
⑨
の
近
江
君
と
同
様
、
田
舎
育
ち
で
根
拠
の
な
い
独
り
よ
が
り
な
自

信
で
は
あ
る
が
、
優
越
感
・
慢
心
の
様
と
し
て
「
ほ
こ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
用
例
⑤
⑥
の
軒
端
荻
も
同
様
で
、「
何
の
心
ば
せ
あ
り
げ
も
な
く
」
自
信

に
満
ち
て
い
る
人
柄
の
評
価
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
用
例
か
ら
、「
ほ
こ
る
」
と
さ
れ
る
人
物
は
、
例

え
ば
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
軒
端
荻
や
近
江
君
、
大
夫
監
と
い
っ
た
い
わ
ば

脇
役
の
人
物
で
あ
っ
て
、
源
氏
や
夕
霧
、
薫
や
匂
宮
、
紫
の
上
な
ど
の
よ
う
な

主
役
級
の
登
場
人
物
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
用
例
③

土
佐
日
記
の
「
舵
取
」、
用
例
④
栄
花
物
語
の
「
あ
や
し
の
男
ど
も
」
が
「
ほ

こ
る
」
の
も
同
様
の
傾
向
で
あ
る
。「
ほ
こ
る
」
の
主
体
に
、
後
で
見
る
「
お

ご
る
」
の
よ
う
に
は
制
限
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
誰
に
で
も
観
察
で
き
る
ふ
る

ま
い
と
し
て
外
か
ら
見
え
る
こ
と
は
、「
ほ
こ
る
」
が
形
容
動
詞
「
ほ
こ
り
か

な
り
」
を
派
生
す
る
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。「
ほ
こ
り
か
な
り
」
も
「
ほ

こ
る
」
と
同
様
、
身
分
の
低
い
脇
役
の
人
物
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

○
大
尼
君
の
孫
の
―紀
―伊
―の
―守
な
り
け
る
、
こ
の
比
上
り
て
来
た
り
。
三
十

ば
か
り
に
て
、
か
た
ち
き
よ
げ
に
ほ
こ
り
か
な
る
さ
ま
し
た
り
。
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（
源
氏
物
語
　
手
習
）

○
七
日
、
御
よ
ろ
こ
び
な
ど
し
給
ふ
、
引
き
つ
れ
給
へ
り
。
若
や
か
な
る

は
、
何
と
も
な
く
心
ち
よ
げ
に
見
え
給
。
―次
―々
―の
―人
も
、
心
の
う
ち
に

は
思
ふ
こ
と
も
や
あ
ら
む
、
う
は
べ
は
ほ
こ
り
か
に
み
ゆ
る
こ
ろ
ほ
ひ

な
り
か
し

（
源
氏
物
語
　
薄
雲
）

○
小
止
み
な
か
り
し
空
の
け
し
き
、
な
ご
り
な
く
澄
み
わ
た
り
て
、
あ
さ

り
す
る
―海
―人
―ど
―も
ほ
こ
ら
し
げ
な
り

（
源
氏
物
語
　
明
石
）

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
人
物
の
内
面
に
ま
で
は
踏
み
込
ま
ず
、
物
語
の
一
シ
ー

ン
と
し
て
、
外
か
ら
見
え
る
人
物
の
様
子
を
描
写
す
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語

以
外
で
も
同
様
で
、

○
「
あ
は
れ
な
る
妹
背
山
、
さ
ば
れ
」
と
謡
ひ
戯
る
ゝ
様
ど
も
の
、
お
の

く
ほ
こ
り
か
に
、
思
ふ
こ
と
な
げ
な
る
は
、「
な
ほ
、
我
ば
か
り
物

思
は
し
き
は
な
き
な
め
り
」
と
う
ら
や
ま
し
く
思
わ
た
さ
れ
給
ふ
　
　

（
狭
衣
物
語
　
巻
三
）

○
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
―人
に
よ
り
て
こ
と

ぐ
な
り
。
ほ
こ
り
か
に
き
ら

く
し
く
、
心
ち
よ
げ
に
見
ゆ
る
人
あ
り

（
紫
式
部
日
記
）

○
御
前
に
は
―若
―き
―人
―く―
―七
―八
―人
ば
か
り
候
ひ
て
、
心
地
よ
げ
に
ほ
こ
り

か
な
る
け
し
き
ど
も
な
り

（
栄
花
物
語
　
巻
第
八
）

の
よ
う
に
、
狭
衣
物
語
の
身
分
が
低
い
舟
人
、
栄
花
物
語
の
年
若
い
人
々
な

ど
、
主
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
様
子
は
、「
か
た
ち
き
よ
げ
」「
き

ら
き
ら
し
」「
心
ち
よ
げ
」「
思
ふ
こ
と
な
げ
」
で
あ
っ
て
、
明
る
さ
に
満
ち
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
は
、
例
え
ば
女
性
の
屈
託
の
な
く
無

邪
気
で
愛
嬌
の
あ
る
華
や
か
さ
、
男
性
や
身
分
の
低
い
者
の
意
気
揚
々
と
し
た

活
気
に
満
ち
た
言
動
か
ら
の
比
喩
と
し
て
、
自
然
や
音
楽
の
美
し
さ
に
も
用
い

ら
れ
る
。

○
花
を
見
れ
ば
に
ほ
ひ
こ
と
に
、紅
葉
を
見
れ
ば
色
こ
と
に
ほ
こ
り
か
に
、

浄
土
の
楽
の
声
、
風
に
ま
じ
り
て
近
く
聞
こ
え（

宇
津
保
物
語
　
俊
蔭
）

○
は
う
し
や
う
と
い
ふ
手
を
、は
な
や
か
に
弾
く
。
声
い
と
ほ
こ
り
か
に
、

に
ぎ
は
は
し
き
も
の
か
ら
、
ま
た
あ
は
れ
に
す
ご
し

（
宇
津
保
物
語
　
藏
開
上
）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
動
詞
「
ほ
こ
る
」
は
、
他
人
へ
の
優
越
感
や
、
自
分
へ

の
自
信
を
背
景
と
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
状
態
を
表
す
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
の
主
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
や
立
場
か
ら
、
多
く
は
具

体
的
な
出
来
事
を
契
機
と
し
て
、
時
に
は
本
来
の
性
格
と
し
て
、
自
信
に
あ
ふ

れ
、
得
意
げ
な
様
子
で
ふ
る
ま
う
。
そ
れ
ら
の
様
子
を
、
外
面
か
ら
見
た
様
子

で
判
断
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
質
が
伴
っ
て
い
な
い
場

合
に
は
批
判
的
に
も
受
け
取
ら
れ
る
が
、
特
に
女
性
の
屈
託
の
な
い
明
朗
さ

は
、
愛
嬌
が
あ
る
も
の
と
し
て
プ
ラ
ス
評
価
に
も
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
形
容
動
詞
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
を
派
生
し
、
明
る
く
活
気
が
あ
り
華
や
か

な
人
物
描
写
か
ら
の
比
喩
と
し
て
、
自
然
や
音
楽
の
美
し
さ
に
も
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
も
な
っ
た
。
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三
　
「
お
ご
る
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

次
に
、
動
詞
「
お
ご
る
」
の
意
味
用
法
を
考
察
す
る
。
複
合
動
詞
を
含
め
て

「
お
ご
る
」
の
用
例
は
、
落
窪
物
語
に
一
例
、
源
氏
物
語
に
十
三
例
、
枕
草
子

に
一
例
、
夜
の
寝
覚
に
三
例
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
源
氏
物
語
の
用
例
を
見
る
。
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
お
ご
る
」
は
、

先
に
見
た
「
ほ
こ
る
」
と
は
異
な
り
、
源
氏
や
夕
霧
と
い
っ
た
主
役
の
評
価
に

も
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
ま
ず
、
源
氏
に
関
す
る
用
例
か
ら
見
て
い
く
。

〔
源
氏
〕

①
み
な
こ
の
御
事
を
ほ
め
た
る
筋
に
の
み
、
大
和
の
も
唐
の
も
作
り
つ
づ
け

た
り
。
わ
が
御＝
心＝＝
＝
＝地
に
も
い
た
う
―お
―ぼ
―し
お
ご
り
て
、「
文
王
の
子
、
武

王
の
弟
」
と
う
ち
誦
じ
給
へ
る
、
御
名
の
り
さ
へ
ぞ
げ
に
め
で
た
き
。
成

王
の
何
と
か
の
給
は
む
と
す
ら
む

（
賢
木
）

②
帝
王
の
限
り
な
く
か
な
し
き
物
に
し
た
ま
ひ
、
さ
ば
か
り
撫
で
か
し
づ

き
、
身
に
か
へ
て
お
ぼ
し
た
り
し
か
ど
、
＝＝心
の
ま
ゝ
に
も
お
ご
ら
ず
、
卑

下
し
て
廿
が
内
に
は
納
言
に
も
な
ら
ず
な
り
に
き
か
し
。
一
つ
あ
ま
り
て

や
宰
相
に
て
大
将
か
け
給
へ
り
け
ん

（
若
菜
　
上
）

用
例
①
は
、
管
弦
の
遊
び
の
際
、
源
氏
が
帝
を
父
や
兄
に
持
つ
自
ら
を
「
文

王
の
子
、
武
王
の
弟
」
す
な
わ
ち
周
公
旦
に
な
ぞ
ら
え
て
、
己
へ
の
自
負
を
語

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
若
い
源
氏
の
慢
心
は
、
こ
の
す
ぐ
後
に
朧
月
夜
と

の
密
会
が
発
覚
し
て
都
を
追
わ
れ
る
兆
し
と
も
と
れ
る
危
う
さ
で
あ
っ
た
。
一

方
、
用
例
②
は
、
朱
雀
院
が
、
源
氏
の
人
柄
に
つ
い
て
評
価
し
た
も
の
で
あ

る
。
源
氏
の
優
れ
た
人
柄
を
ほ
め
、
父
帝
に
心
か
ら
か
わ
い
が
ら
れ
て
育
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
慢
心
も
せ
ず
、
着
実
に
官
位
を
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
賞

賛
さ
れ
る
。
こ
の
二
例
か
ら
、
源
氏
が
若
い
頃
の
経
験
を
経
て
、「
お
ご
る
」

こ
と
を
自
ら
戒
め
る
人
物
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
源
氏
に
と
っ
て
「
お
ご

る
」
は
マ
イ
ナ
ス
評
価
語
で
あ
り
、
抑
制
す
べ
き
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
後
、
親
と
な
っ
た
際
に
も
、
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
て
夕
霧
を
親
と
し

て
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
夕
霧
に
関
す
る
表
現
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
夕
霧
〕

③
「
高
き
家
の
子
と
し
て
、
官
爵
心
に
か
な
ひ
、
世
の
中
盛
り
に
お
ご
り
―な

―ら
―ひ
ぬ
れ
ば
、
学
問
な
ど
に
身
を
苦
し
め
む
こ
と
は
、
い
と
ゝ
ほ
く
な
む

お
ぼ
ゆ
べ
か
め
る
」

（
少
女
）

④
「
位
浅
く
何
と
な
き
身
の
ほ
ど
、
う
ち
と
け
、
心
の
ま
ゝ
な
る
ふ
る
ま
ひ

な
ど
物
せ
ら
る
な
。
＝＝心
お
の
づ
か
ら
お
ご
り
ぬ
れ
ば
、
思
ひ
し
づ
む
べ
き

く
さ
は
ひ
な
き
と
き
、
女
の
こ
と
に
て
な
む
、
か
し
こ
き
人
、
む
か
し
も

乱
る
ゝ
た
め
し
あ
り
け
る
」

（
梅
枝
）

⑤
さ
り
と
て
も
、
我
方
た
け
う
思
ひ
顔
に
、
心
お
ご
り
し
て
、
す
き

ぐ
し

き
心
ば
へ
な
ど
漏
ら
し
給
ふ
な
　
　
　
　
　
　
　

（
藤
裏
葉
）

⑥
こ
の
ご
ろ
こ
そ
ね
び
ま
さ
り
給
へ
る
御
盛
り
な
め
れ
、
さ
る
さ
ま
の
す
き

ご
と
を
し
給
ふ
と
も
、
人
の
も
ど
く
べ
き
さ
ま
も
し
た
ま
は
ず
、
鬼
神
も

罪
ゆ
る
し
つ
べ
く
、
あ
ざ
や
か
に
物
き
よ
げ
に
、
若
う
盛
り
に
に
ほ
ひ
を
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散
ら
し
給
へ
り
（
中
略
）
女
に
て
な
ど
か
め
で
ざ
ら
む
、
鏡
を
見
て
も
、

な
ど
か
お
ご
ら
ざ
ら
む
、
と
わ
が
御
子
な
が
ら
お
ぼ
す
　
　
　
（
夕
霧
）

用
例
③
は
本
稿
の
冒
頭
に
掲
げ
た
例
で
、
夕
霧
に
対
す
る
教
育
方
針
と
し
て

語
ら
れ
る
。
用
例
④
は
、
源
氏
が
独
身
の
夕
霧
を
案
じ
て
教
え
諭
す
場
面
で
あ

る
。
位
が
浅
い
か
ら
と
安
心
し
て
、「
心
の
ま
ま
」
の
ふ
る
ま
い
を
せ
ぬ
よ
う

に
と
諭
す
。
つ
い
慢
心
し
て
心
が
「
お
ご
る
」
こ
と
を
注
意
し
、
そ
の
よ
う
な

際
に
心
を
静
め
る
よ
す
が
と
し
て
、
暗
に
妻
帯
を
勧
め
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏

の
息
子
夕
霧
に
と
っ
て
も
、「
お
ご
る
」
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
抑
制

さ
れ
る
べ
き
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
雲
居
雁
と
の
結
婚
に
際
し
て

も
、
源
氏
は
用
例
⑤
の
よ
う
に
「
心
お
ご
り
す
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
慢

心
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
源
氏
は
諭
す
。
一
方
、
用
例
⑥
は
、
そ
の
し
ば

ら
く
後
、
落
葉
宮
と
の
間
で
の
問
題
が
生
じ
た
際
の
夕
霧
の
様
子
を
、
源
氏
が

評
し
た
も
の
で
あ
る
。
成
熟
し
た
男
盛
り
で
あ
る
夕
霧
の
姿
を
見
て
、
源
氏

は
、
鬼
神
も
罪
を
ゆ
る
す
ほ
ど
の
見
事
な
男
ぶ
り
で
あ
っ
て
、
鏡
を
見
て
慢
心

し
て
も
当
然
だ
、
と
我
が
子
な
が
ら
そ
の
姿
に
感
嘆
す
る
。
自
ら
抑
制
し
、
ま

た
親
と
し
て
夕
霧
に
も
「
お
ご
る
」
こ
と
を
戒
め
て
き
た
源
氏
が
、
晩
年
に
な

っ
て
息
子
の
男
ぶ
り
に
圧
倒
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
印
象
的
な
場
面
で
あ
る
。

そ
の
他
の
登
場
人
物
の
例
を
挙
げ
る
。

⑦
御
声
け
は
ひ
な
ど
あ
て
に
を
か
し
う
、
さ
ま
か
た
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
、
哀

に
お
ぼ
ゆ
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
な
り
。
わ
が
御
姫
君
た
ち
を
、
人
に
劣
ら

じ
と
―思
お
ご
れ
ど
、
此
君
に
え
し
も
ま
さ
ら
ず
や
あ
ら
む

（
紅
梅
）

こ
れ
は
按
察
大
納
言
が
、
自
分
の
娘
た
ち
は
誰
に
も
負
け
な
い
と
自
賛
す
る

場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
納
言
が
、
自
分
の
姫
君
た
ち
を

誰
に
も
劣
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
宮
の
御
方
に
は
勝
っ
て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
自
省
す
る
点
で
あ
る
。
前
項
で
考
察
し
た
「
ほ
こ
る
」

に
お
い
て
は
、
主
体
で
あ
る
軒
端
荻
も
大
夫
監
も
、
ま
た
、
他
の
文
献
の
登
場

人
物
も
、
自
分
の
優
越
性
に
つ
い
て
は
自
省
も
抑
制
も
な
い
（
注
７
）
。「
ほ
こ
る
」
が
、

身
分
や
実
際
の
力
に
関
係
な
く
、
そ
の
時
の
本
人
の
気
持
ち
に
根
ざ
し
た
晴
れ

晴
れ
し
い
得
意
さ
で
あ
る
の
に
対
し
、「
お
ご
る
」
は
、
本
来
他
と
比
べ
て
自

分
に
特
別
な
力
が
あ
る
と
い
う
絶
対
感
、
全
能
感
を
背
景
と
し
て
、
自
分
は
何

を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
ふ
る
ま
う
様
子
を
表
し
、
そ
こ

に
は
、「
戒
む
べ
き
態
度
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
い
う
点
で
は
さ
ら
に
、
浮
舟
が
か
つ
て
の
小
君
の

様
子
を
回
想
す
る
場
面
、
小
君
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
。

⑧
こ
の
子
は
、
い
ま
は
と
世
を
思
ひ
な
り
し
夕
暮
に
、
い
と
恋
し
と
思
ひ
し

人
な
り
け
り
。
お
な
じ
所
に
て
見
し
程
は
、
い
と
さ
が
な
く
あ
や
な
く
に

お
ご
り
て
に
く
か
り
し
か
ど
、
母
の
い
と
か
な
し
く
し
て
、
宇
治
に
も
時

く
率
て
お
は
せ
し
か
ば
、
す
こ
し
お
よ
す
げ
し
ま
ゝ
に
、
か
た
み
に
思

へ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
夢
浮
橋
）

こ
の
よ
う
な
、
自
分
が
特
別
だ
と
思
っ
て
い
た
小
君
の
ふ
る
ま
い
を
苦
々
し
く

思
う
、
と
い
う
表
現
か
ら
も
、
い
ま
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
お
ご
る
」
は

〈
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
規
定
さ
れ
る
姿
で
あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
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語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
文
献
で
も
同
様
で
、

⑨
関
白
の
か
な
し
子
、
后
の
御
兄
、
東
宮
の
御
を
ぢ
、
い
ま
も
行
末
も
た
の

も
し
げ
に
、
め
で
た
き
に
、
心
ば
へ
な
ど
の
、
さ
る
我
ま
ゝ
な
る
世
と
て

も
、
お
ご
り
、
人
を
軽
む
る
心
な
く
、
い
と
あ
り
が
た
く
て
も
て
を
さ
め

た
る
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
夜
の
寝
覚
　
巻
一
）

の
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
思
い
の
ま
ま
の
世
で
あ
っ
て
も
、
慢
心
せ
ず
、
人
を
軽

ん
じ
な
い
様
が
「
あ
り
が
た
し
」
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
幼
い
子
ど
も
の
場

合
に
は
、

⑩
「
沓
を
こ
れ
に
お
き
て
。
取
ら
ん
」
と
の
ゝ
し
り
て
、
う
ち
こ
ほ
め
か
し

て
の
ゝ
し
れ
ば
、
お
と
ゞ
、
末
子
に
て
か
な
し
う
し
給
へ
ば
、「
お
ご
り

―あ
―り
―か
む
と
思
ふ
に
こ
そ
あ
ら
め
。
早
う
あ
け
さ
せ
給
へ
」
と

（
落
窪
物
語
　
巻
之
一
）

の
よ
う
に
、
可
愛
が
ら
れ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
幼
い
末
子
三
郎
君
は
、
父
お

と
ゞ
か
ら
沓
を
は
い
て
威
張
っ
て
歩
こ
う
と
い
う
の
だ
ろ
う
、
と
大
目
に
見
て

も
ら
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
用
例
に
基
づ
い
て
分
析
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
一
度
「
ほ
こ
る
」
と

「
お
ご
る
」
と
の
違
い
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
、〈
優
越

感
を
持
ち
、
わ
が
ま
ま
（
高
慢
・
得
意
げ
）
に
ふ
る
ま
う
〉
点
で
共
通
し
て
い

る
が
、「
ほ
こ
る
」
は
、
他
人
へ
の
優
越
感
や
自
信
を
背
景
と
し
て
得
意
に
な

っ
て
い
る
状
態
を
表
す
。「
ほ
こ
る
」
の
主
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
境
遇
や
立
場
か
ら
、
多
く
は
具
体
的
な
出
来
事
を
契
機
と
し
て
、
時
に

は
本
来
の
性
格
と
し
て
、
自
信
に
あ
ふ
れ
、
得
意
げ
な
様
子
で
ふ
る
ま
う
。
実

質
が
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
批
判
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
が
、
本
質

的
に
は
明
る
さ
を
伴
っ
た
様
子
で
あ
り
、
女
性
で
あ
れ
ば
何
の
憂
慮
も
な
い
、

無
邪
気
で
愛
嬌
の
あ
る
華
や
か
さ
や
明
朗
さ
が
感
じ
ら
れ
、
男
性
や
身
分
の
低

い
者
で
あ
っ
て
も
、
意
気
揚
々
と
し
た
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
一
方
、「
お
ご

る
」
は
、
自
分
の
能
力
や
社
会
的
立
場
が
特
別
で
あ
っ
て
、
何
を
し
て
も
誰
に

で
も
許
さ
れ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
行
動
す
る
様
子
を
表
す
。
物
語
の
中
で

は
、
特
別
な
登
場
人
物
の
評
価
に
用
い
ら
れ
、「
戒
む
べ
き
態
度
・
行
動
」
で

あ
る
と
い
う
、
抑
制
が
働
く
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
。

四
　
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
に
つ
い
て

「
お
ご
る
」
に
「
心
」
が
つ
く
こ
と
に
よ
り
、「
心
お
ご
り
」
と
い
う
名
詞
を

作
り
、
ま
た
そ
れ
が
「
心
お
ご
り
す
」
と
い
う
動
詞
と
も
な
る
。「
ほ
こ
る
」

に
は
な
い
こ
の
「
心
お
ご
り
」「
心
お
ご
り
す
」、
と
い
う
表
現
は
、
平
安
時
代

和
文
に
お
い
て
、
な
ぜ
、
何
を
表
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
心

お
ご
り
」
の
表
現
は
、
落
窪
物
語
に
一
例
、
宇
津
保
物
語
に
一
例
、
源
氏
物
語

に
十
四
例
、
枕
草
子
に
一
例
、
夜
の
寝
覚
に
二
例
、
狭
衣
物
語
に
三
例
、
大
鏡

に
二
例
認
め
ら
れ
た
。
以
下
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
を

分
析
し
、
そ
の
表
現
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

自
分
は
特
別
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
と
い
う
本
質
は
、
単
独
動
詞
「
お

― 9―



ご
る
」
と
同
様
で
あ
り
、「
心
」
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
際
だ
つ
こ
と

と
な
る
。
ま
ず
、
源
氏
に
用
い
ら
れ
た
用
例
か
ら
見
る
。

〔
源
氏
〕

①
　
高
や
か
な
る
を
ぎ
に
つ
け
て
、「
忍
び
て
」
と
の
給
へ
れ
ど
、
取
り
あ

や
ま
ち
て
、
少
将
も
見
つ
け
て
、
わ
れ
な
り
け
り
と
思
ひ
あ
は
せ
ば
、
さ

り
と
も
罪
ゆ
る
し
て
ん
、
と
思
ふ
御
心
お
ご
り
ぞ
あ
い
な
か
り
け
る（

夕
顔
）

②
心
に
ま
か
せ
て
見
た
て
ま
つ
り
つ
べ
く
、
人
も
慕
ひ
ざ
ま
に
お
ぼ
し
た
り

つ
る
年
月
は
、
の
ど
か
な
り
つ
る
御
心
お
ご
り
に
、
さ
し
も
お
ぼ
さ
れ
ざ

り
き

（
賢
木
）

用
例
①
は
軒
端
荻
と
の
贈
答
の
場
面
、
小
君
が
取
り
次
ぎ
に
失
策
を
し
て
、

少
将
に
見
つ
か
り
で
も
し
た
ら
と
心
配
し
な
が
ら
も
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
て

も
、
相
手
が
自
分
だ
と
分
か
れ
ば
、
許
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
、
と
思
う
慢
心

で
あ
る
。「
あ
い
な
し
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。
前
項
の
用
例
⑥
で
、
夕
霧
の
美
し
さ
を
「
鬼
神
も
罪
を
ゆ
る
し
つ

べ
く
」
と
評
し
た
こ
と
と
共
通
し
て
、
犯
し
た
罪
を
許
さ
れ
る
ほ
ど
の
特
別
扱

い
を
当
然
の
こ
と
と
意
識
す
る
心
の
あ
り
方
と
い
え
よ
う
。
用
例
②
は
、
六
条

御
息
所
と
の
別
れ
に
際
し
て
、
か
つ
て
二
人
の
仲
が
円
満
だ
っ
た
頃
の
若
い
自

分
の
慢
心
を
ふ
り
か
え
り
、
こ
れ
ほ
ど
切
実
な
思
い
で
は
な
か
っ
た
と
回
想
す

る
。「
の
ど
か
な
り
つ
る
御
心
お
ご
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
経
験
の
浅
い
若
者

の
思
い
上
が
り
を
悔
や
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。
恋
に
迷
う
こ
と
で
言
え
ば
、

柏
木
に
も
用
い
ら
れ
る
。
女
三
宮
へ
の
恋
に
身
を
焦
が
し
、

〔
柏
木
〕

③
我
身
か
ば
か
り
に
て
、
な
ど
か
思
ふ
こ
と
か
な
は
ざ
ら
む
、
と
の
み
心
お

ご
り
を
す
る
に
、
こ
の
夕
べ
よ
り
屈
し
い
た
く
物
思
は
し
く
て
、
い
か
な

ら
む
を
り
に
、
又
さ
ば
か
り
に
て
も
、
ほ
の
か
な
る
御
あ
り
さ
ま
を
だ
に

見
む

（
若
菜
　
上
）

と
あ
る
よ
う
に
、
柏
木
の
、
自
分
の
思
い
に
か
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、

と
い
う
慢
心
が
「
心
お
ご
り
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
心
お
ご
り
」
の
表
現
は
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
は
多
く
特

別
な
身
分
の
登
場
人
物
に
対
し
て
、
そ
の
心
の
あ
り
方
を
評
価
す
る
語
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
ほ
こ
る
」
が
、
周
囲
に
対
す
る
優

越
感
や
自
信
を
背
景
と
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
状
態
を
表
し
た
の
と
対
照
的

に
、「
お
ご
る
」
は
、
自
分
は
特
別
で
あ
っ
て
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う

意
識
に
基
づ
い
て
ふ
る
ま
う
、
身
分
の
高
い
登
場
人
物
の
特
権
的
な
言
動
で
あ

っ
た
。
周
り
か
ら
大
切
に
さ
れ
敬
わ
れ
て
養
育
さ
れ
た
者
の
性
質
と
し
て
「
心

お
ご
り
」
が
挙
げ
ら
れ
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以

下
、
他
の
人
物
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。「
心
お
ご
り
」

の
表
現
で
評
さ
れ
る
人
物
と
し
て
は
、
葵
の
上
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〔
葵
の
上
〕

④
同
じ
大
臣
と
聞
こ
ゆ
る
な
か
に
も
、
お
ぼ
え
や
む
事
な
く
お
は
す
る
が
、

宮
腹
に
ひ
と
り
い
つ
き
か
し
づ
き
給
御
心
お
ご
り
い
と
こ
よ
な
く
て
、
す
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こ
し
も
お
ろ
か
な
る
を
ば
め
ざ
ま
し
と
思
ひ
き
こ
え
給
へ
る
を
、
を
と
こ

君
は
、
な
ど
か
い
と
さ
し
も
と
、
な
ら
は
い
給
、
御
心
の
隔
て
ど
も
な
る

べ
し

（
紅
葉
賀
）

⑤
お
と
ゞ
は
、
中
宮
の
御
母
宮
す
所
の
、
車
お
し
さ
け
ら
れ
た
ま
へ
り
し
を

り
の
こ
と
、
お
ぼ
し
出
で
て
、「
時
に
よ
り
、
心
お
ご
り
し
て
、
さ
や
う

な
る
こ
と
な
ん
な
さ
け
な
き
事
な
り
け
る
。
こ
よ
な
く
思
ひ
消
ち
た
り
し

人
も
、
嘆
き
負
ふ
や
う
に
て
亡
く
な
り
に
き
」
と

（
藤
裏
葉
）

用
例
④
は
、
源
氏
と
の
冷
た
い
夫
婦
仲
の
描
写
で
あ
る
。
宮
腹
の
一
人
娘
と
し

て
大
切
に
養
育
さ
れ
た
こ
と
か
ら
か
、
気
位
の
高
い
葵
の
上
を
「
御
心
お
ご
り

い
と
こ
よ
な
し
」
と
評
す
る
。
ま
た
、
用
例
⑤
に
あ
る
よ
う
に
、
源
氏
は
、
賀

茂
祭
の
日
に
、
六
条
御
息
所
が
葵
の
上
方
に
車
を
押
し
の
け
ら
れ
た
こ
と
を
回

想
し
、
そ
の
当
時
の
葵
の
上
の
高
慢
さ
を
「
心
お
ご
り
す
」
と
評
し
て
い
る
。

次
に
、
薫
に
用
い
ら
れ
た
例
を
見
る
。

〔
薫
〕⑥

「
大
将
殿
は
、
さ
ば
か
り
世
に
た
め
し
な
き
ま
で
み
か
ど
の
か
し
づ
き
お

ぼ
し
た
な
る
に
、
心
お
ご
り
―し
給
ら
む
か
し
。
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
、

な
ほ
こ
の
事
せ
か
れ
し
も
し
給
は
ざ
ら
ま
し
や
」
な
ど
　
　
　
（
東
屋
）

用
例
⑥
は
、
中
君
と
中
将
君
と
の
会
話
の
中
で
、
話
題
が
薫
の
こ
と
に
な
り
、

中
将
君
が
薫
を
評
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
帝
に
大
切
に
さ
れ
た
の
で
慢
心

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
語
る
。
実
際
薫
は

⑦
わ
が
お
ぼ
え
の
く
ち
を
し
く
は
あ
ら
ぬ
な
め
り
な
、
さ
る
は
、
い
と
あ
ま

り
世
づ
か
ず
古
め
き
た
る
も
の
を
、
な
ど
、
心
お
ご
り
―せ
ら
る
ゝ（

宿
木
）

⑧
宿
世
の
程
く
ち
を
し
か
ら
ざ
り
け
り
と
、
心
お
ご
り
―せ
ら
る
ゝ
物
か
ら

（
宿
木
）

の
よ
う
に
、
自
分
の
評
判
や
運
命
を
自
負
し
、
慢
心
し
て
い
る
と
描
か
れ
る
。

た
だ
し
、

⑨
こ
の
君
し
も
ぞ
、
宮
に
お
と
り
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
さ
ま
こ
と
に
か
し
づ

き
た
て
ら
れ
て
、
か
た
は
な
る
ま
で
心
お
ご
り
も
し
、
世
を
思
す
ま
し

て
、
あ
て
な
る
心
ば
へ
は
こ
よ
な
け
れ
ど
、
故
親
王
の
御
山
住
み
を
見
そ

め
給
し
よ
り
ぞ
、
さ
び
し
き
所
の
あ
は
れ
さ
は
さ
ま
こ
と
な
り
け
り
と
、

心
ぐ
る
し
く
お
ぼ
さ
れ
て
、
な
べ
て
の
世
を
も
思
ひ
め
ぐ
ら
し
、
深
き
な

さ
け
を
も
な
ら
ひ
給
に
け
る
　
　

（
宿
木
）

と
も
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
極
端
な
ま
で
の
「
心
お
ご
り
」
に
対
し
、
後
に

は
宇
治
の
八
宮
の
山
里
暮
ら
し
を
知
り
、
そ
れ
以
来
深
い
思
い
や
り
の
心
を
学

ん
だ
と
述
べ
ら
れ
る
（
注
８
）
。
薫
に
と
っ
て
も
、「
心
お
ご
り
」
は
短
所
で
あ
っ
て
、

自
戒
し
克
服
す
べ
き
心
の
持
ち
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
心
お
ご
り
」
の
表
現
が
、
源
氏
物
語
に
お
い
て
身
分
の
高

い
特
定
の
主
要
人
物
に
用
い
ら
れ
て
「
規
制
す
べ
き
心
の
あ
り
方
」
を
示
す
指

標
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
他
の
場
面
か
ら
も
分
か
る
。
次
の
例
は
、
自

分
の
生
い
立
ち
を
知
っ
た
明
石
中
宮
の
心
中
で
あ
る
。

〔
明
石
中
宮
〕
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⑩
我
身
は
、
げ
に
う
け
ば
り
て
、
い
み
じ
か
る
べ
き
際
に
は
あ
ら
ざ
り
け
る

を
、
対
の
上
の
御
も
て
な
し
に
磨
か
れ
て
、
人
の
思
へ
る
さ
ま
な
ど
も
か

た
ほ
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
、
人
を
ば
ま
た
な
き
物
に
思
消
ち
、
こ
よ
な

き
心
お
ご
り
を
ば
し
つ
れ
、
世
の
人
は
下
に
言
ひ
出
づ
る
や
う
も
あ
り
つ

ら
む
か
し
、
な
ど
お
ぼ
し
知
り
は
て
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
　
上
）

自
分
が
本
来
高
貴
な
地
位
に
い
ら
れ
る
よ
う
な
身
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
紫

上
の
お
か
げ
で
人
か
ら
も
低
く
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
育
っ
た
こ
と
を
悟
り
、
今

ま
で
の
自
分
が
、
周
囲
を
な
い
が
し
ろ
に
扱
い
、
慢
心
し
て
い
た
と
深
く
反
省

す
る
。
こ
こ
で
も
「
心
お
ご
り
」
は
戒
む
べ
き
態
度
と
心
の
あ
り
方
で
あ
っ

た
。こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
は
、
高

慢
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
「
心
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
「
心
」
の
あ
り
方
を
規

制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物

に
と
っ
て
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
は
、
自
ら
の
感
情
や
態
度
・
言
動
を
規
制
す

る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る

（
注
９
）

。

五
　
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
　

―
平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
「
心
―
」
語
彙

―

以
上
、
本
稿
で
は
、
優
越
感
・
慢
心
を
表
す
類
義
動
詞
「
ほ
こ
る
」「
お
ご

る
」
の
意
味
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
派
生
・
複
合
し
て
形
成

さ
れ
る
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
や
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
に
注
目
し
な
が
ら
考
察

し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
が
、
ど
の

よ
う
な
表
現
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
結
論
と
し

て
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
動
詞
「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」
は
と
も
に
、〈
優
越
感
を
持
ち
、
わ
が

ま
ま
（
高
慢
・
得
意
げ
）
に
ふ
る
ま
う
〉
点
で
共
通
し
て
い
る
。「
ほ
こ
る
」

が
、
他
人
へ
の
優
越
感
や
自
己
へ
の
自
信
を
背
景
と
し
て
得
意
に
な
っ
て
い
る

状
態
を
表
す
の
に
対
し
、「
お
ご
る
」
は
、
自
分
の
能
力
や
社
会
的
地
位
が
特

別
で
あ
っ
て
、
何
を
し
て
も
許
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
行
動
す

る
様
子
を
表
す
。「
ほ
こ
る
」
が
、
身
分
や
実
際
の
力
に
関
係
な
く
、
そ
の
時

の
本
人
の
気
持
ち
に
根
ざ
し
た
晴
れ
晴
れ
し
い
優
越
感
に
根
ざ
し
た
ふ
る
ま
い

で
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
明
る
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
己

の
絶
対
感
・
全
能
感
を
背
景
と
す
る
「
お
ご
る
」
は
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
あ

る
高
貴
な
登
場
人
物
に
と
っ
て
は
、「
戒
む
べ
き
態
度
・
言
動
」
と
い
う
マ
イ

ナ
ス
評
価
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
ほ
こ
る
」
か
ら
派
生
し
た
形
容
動
詞
「
ほ
こ
り
か
な
り
」

「
ほ
こ
ら
し
げ
な
り
」
が
、
登
場
人
物
の
内
面
の
あ
り
方
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、

外
に
現
れ
る
態
度
や
行
動
を
評
価
す
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

表
現
の
焦
点
が
人
物
の
心
の
あ
り
方
で
は
な
く
外
面
に
あ
る
「
ほ
こ
り
か
な

り
」
は
、
例
え
ば
女
性
の
屈
託
な
く
無
邪
気
で
愛
嬌
の
あ
る
華
や
か
さ
や
明
朗

さ
、
男
性
や
身
分
の
低
い
者
の
意
気
揚
々
と
し
た
活
気
に
満
ち
た
言
動
か
ら
の

比
喩
と
し
て
、
自
然
や
音
楽
の
美
し
さ
に
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、「
お
ご
る
」
に
「
心
」
の
つ
い
た
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
は
、
特
に

源
氏
物
語
に
盛
ん
で
あ
る
。
自
分
が
特
別
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
内
に
秘
め

ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
態
度
・
言
動
と
し
て
外
見
に
あ
ら
わ
れ
る
。
源
氏
物

語
で
言
え
ば
、
例
え
ば
葵
の
上
の
よ
う
に
、
周
囲
と
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
て
そ
の

内
面
が
推
察
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
源
氏
物
語
の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
の

行
動
を
生
み
出
す
心
の
あ
り
方
に
焦
点
を
あ
て
た
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
が
、

自
ら
の
感
情
や
態
度
・
言
動
を
規
制
す
る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ

る
。こ

の
こ
と
は
、
源
氏
物
語
を
中
心
と
す
る
平
安
時
代
和
文
・
王
朝
文
学
作
品

の
中
に
、
人
間
の
行
動
と
、
そ
れ
を
支
え
る
心
の
あ
り
方
の
理
想
像
が
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
登
場
人
物
の
性
格
を
描
き
分
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
今
回

取
り
上
げ
た
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
を
一
例
と
す
る
「
心
〜
」
の
表
現

（
注
10
）が

、
人

間
の
行
動
の
基
と
な
る
心
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
指
標
と
し
て
機
能
し
て
い
た

こ
と
を
示
唆
す
る
。

現
代
で
も
生
き
続
け
る
こ
の
二
語
が
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
な
意
味
関
係
変
化

を
描
き
現
代
に
至
る
の
か
、
ま
た
、「
ほ
こ
る
」「
お
ご
る
」
を
超
え
て
、
語
彙

体
系
・
表
現
体
系
と
し
て
考
え
て
い
く
視
点
と
方
法
と
が
大
き
な
課
題
と
し
て

残
さ
れ
て
い
る
。

注１
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）「
お
ご
る
」
の
項
・
語
誌
欄
に
は
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。「

観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
」
に
は
、「
奢
・
傲
・
侈
・
誇
・
矜
・
B
」
な
ど
の
漢

字
に
「
オ
ゴ
ル
・
ホ
コ
ル
」
の
両
訓
が
施
さ
れ
、
ま
た
、「
書
陵
部
本
名
義
抄
」

に
は
「
オ
ゴ
ル
（
上
・
上
濁
・
平
）」「
ホ
コ
ル
（
上
・
上
・
平
）」
の
ア
ク
セ
ン

ト
が
示
さ
れ
て
い
て
、「
ほ
こ
る
」
と
の
語
義
・
語
形
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。

「
お
ご
る
」「
ほ
こ
る
」
両
語
の
第
一
義
は
ほ
と
ん
ど
類
似
す
る
が
、「
ほ
こ
る
」

が
「
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
う
気
持
ち
を
態
度
に
表
わ
す
」
の
に
対
し
、「
お
ご

る
」
は
「
人
に
優
越
し
た
自
分
の
立
場
を
当
然
と
思
っ
て
行
動
す
る
」
意
を
表

す
。
そ
こ
か
ら
「
お
ご
る
」
に
は
江
戸
時
代
以
降
、
③
の
意
味
（「
転
じ
て
、
自

分
の
カ
ネ
で
飲
食
や
物
品
を
他
人
に
ふ
る
ま
う
」）
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。（（

）
内
は
引
用
者
注
）

ま
た
、
両
語
の
語
義
・
語
形
の
近
さ
に
つ
い
て
は
、
早
く
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』

「
お
ご
る
」
項
語
誌
欄
に
東
辻
保
和
氏
が

類
義
の
語
に
「
誇
（
ほ
こ
）
る
」
が
あ
る
。
両
語
は
、
第
二
音
節
が
と
も
に
乙

類
で
あ
る
う
え
に
、
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
に
よ
れ
ば
、
ア
ク
セ
ン
ト
も
と
も

に
上
上
平
で
、
語
形
も
類
似
す
る
。
ま
た
、
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
に
は
、「
奢
」

「
驕
」「
誇
」「
矜
」「
B
」
な
ど
に
オ
ゴ
ル
・
ホ
コ
ル
の
両
訓
が
施
さ
れ
て
い
て
、

両
語
の
深
い
関
係
を
思
わ
せ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

２
　
同
じ
く
枕
草
子
「
圓
融
院
の
御
は
て
の
年
」
段
に
は

・
わ
ら
ひ
ね
た
か
り
ゐ
給
へ
る
さ
ま
も
い
と
―ほ
―こ
―り
―か
―に
あ
い
き
や
う
つ
き
て
お
か
し

（『
校
本
枕
冊
子
』
百
四
十
一
―
三
三
　
能
因
本
・
三
巻
本
・
前
田
本
　
校
異
な
し
）

と
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
物
語
・
栄
花
物
語
に
は

・
に
き
わ
ゝ
し
う
あ
ひ
き
や
う
つ
き
お
か
し
け
な
る
を
い
よ

く
―ほ
―こ
―り
―か
―に
う
ち
と
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け
て
わ
ら
ひ
な
と
そ
ほ
る
れ
は
　
（『
源
氏
物
語
大
成
』
八
八
⑥
　
別
本
（
桃
園
文

庫
本
）「
ほ
こ
ら
か
に
」）

・
け
ち
え
ん
に
ほ
め
申
給
さ
ま
―ほ
―こ
―り
―か
―に
あ
い
ぎ
や
う
づ
き
給
へ
り

（
梅
沢
本
　
巻
第
三
十
一
―
第
三
二
丁
⑯
）

と
あ
る
よ
う
に
、「
ほ
こ
る
」
か
ら
派
生
し
た
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
と
「
愛
敬
付
く
」

は
共
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
表
現
で
あ
る
。
一
方
「
お
ご
る
」
と
「
愛
敬
付
く
」

が
結
び
つ
く
例
は
、
本
文
当
該
箇
所
以
外
に
は
今
の
と
こ
ろ
管
見
に
入
ら
な
い
。

３
　
東
辻
保
和
他
編
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』（
平
成
十
五
年
三
月
　
清
文
堂
出
版
）

に
よ
る
。
和
歌
・
説
話
文
学
の
用
例
は
省
略
。

４
　
以
下
、
特
に
注
の
な
い
場
合
の
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
源
氏
物
語
・

紫
式
部
日
記
・
土
左
日
記
：
新
古
典
文
学
大
系
　
宇
津
保
物
語
：
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
　
栄
花
物
語
・
狭
衣
物
語
：
日
本
古
典
文
学
大
系
　
枕

草
子
：
枕
草
子
全
注
釈
　
た
だ
し
、
私
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
も
あ

る
。
な
お
、
検
索
し
た
文
献
は
、
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
左
日
記
・

大
和
物
語
・
平
中
物
語
・
蜻
蛉
日
記
・
落
窪
物
語
・
宇
津
保
物
語
・
源
氏

物
語
・
紫
式
部
日
記
・
枕
草
子
・
和
泉
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
夜
の
寝

覚
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
狭
衣
物
語
・
栄
花
物
語
・
大
鏡
・
篁
物
語
・
堤

中
納
言
物
語
・
讃
岐
典
日
記
の
計
二
十
一
文
献
で
あ
る
。

５
　
当
該
箇
所
、
陽
明
文
庫
本
は
「
こ
ゝ
ち
よ
げ
に
―を
―ど
―り
て
」
と
あ
り
（『
栄
花
物
語
全

注
釈
』
に
よ
る
）。

６
　
別
本
系
「
国
冬
本
」
に
は
「
―お
―こ
―り
な
ら
ひ
」
と
あ
る
（『
源
氏
物
語
大
成
』
常
夏
八

四
七
⑤
）。
ま
た
、
こ
の
箇
所
の
解
釈
に
は
、「
ほ
こ
り
な
ら
ふ
」
の
主
語
を
近
江
君

の
乳
母
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は
「
近
江
の
君
が

乳
母
を
言
い
な
り
に
し
て
て
い
た
、
と
も
、
乳
母
が
い
ば
り
散
ら
し
て
い
た
、
と
も

解
さ
れ
る
。
今
、
後
者
に
解
し
て
お
く
」
と
し
て
主
語
を
乳
母
と
捉
え
る
が
、
本
稿

で
は
近
江
君
が
乳
母
を
言
い
な
り
に
し
て
い
た
、
と
し
て
考
察
し
た
。
な
お
検
討
を

要
す
る
。

７
　
「
ほ
こ
る
」
の
、
自
省
や
抑
制
の
な
い
明
る
さ
は
、
本
文
で
も
の
べ
た
よ
う
に
形
容

動
詞
「
ほ
こ
り
か
な
り
」
に
顕
著
で
あ
る
。
枕
草
子
「
心
ゆ
く
も
の
」
段
・
「
し
た
り

顔
な
る
も
の
」
段
に
「
ほ
こ
り
か
」
な
る
ふ
る
ま
い
が
述
べ
ら
れ
る
。（
引
用
は
『
枕

草
子
全
注
釈
』
に
よ
る
）

〔
心
ゆ
く
も
の
〕
…
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
、
―聞
―き
―よ
―く
―ほ
―こ

―り
―か
―に
語
る
、
い
と
心
ゆ
く
こ
こ
ち
す
。

（
三
巻
本
系
「
き
ゝ
よ
き
程
に
」
・
能
因
本
「
き
ゝ
よ
く
こ
ほ
り
か
に
」）

〔
し
た
り
顔
な
る
も
の
〕
…
碁
を
う
つ
に
、（
中
略
）
こ
と
か
た
よ
り
目
も
な
く

し
て
、
お
ほ
く
ひ
ろ
ひ
取
り
た
る
も
う
れ
し
か
ら
じ
や
。
―ほ
―こ
―り
―か
―に
う
ち
笑

ひ
、
た
だ
の
勝
よ
り
は
―ほ
―こ
―り
―か
―な
―り

（
三
巻
本
系
に
は
こ
の
箇
所
な
し
）

８
　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
、
か
つ
て
の
薫
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
匂
宮
巻
に
お
い
て
「
お

も
ひ
あ
が
り
た
る
事
」
と
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
批
判
的
な
マ
イ
ナ
ス
評
価

の
語
で
あ
る
。

・
比
君
は
、
ま
だ
し
き
に
世
の
お
ぼ
え
い
と
過
ぎ
て
、
―お
―も
―ひ
―あ
―が
―り
―た
―る
事
こ
よ
な

く
な
ど
ぞ
も
の
し
給
ふ

（
匂
宮
）

９
　
源
氏
物
語
以
外
の
文
献
で
も
「
心
お
ご
り
」
の
表
現
は
見
ら
れ
る
が
、
源
氏
物
語
ほ

ど
顕
著
に
、
登
場
人
物
の
言
動
を
規
制
し
、
性
格
を
描
く
用
法
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

10

拙
著
「
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
『
心
い
ら
れ
』
の
様
相
」（『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』

第
二
十
五
集
　
平
成
十
八
年
三
月
）
で
は
、
焦
慮
を
表
す
「
い
ら
る
」
に
「
心
」
の

つ
い
た
「
心
い
ら
れ
」
の
表
現
を
考
察
し
、「
心
い
ら
れ
」
の
表
現
が
、
特
定
の
登
場

人
物
の
性
格
を
描
き
分
け
る
と
と
も
に
、
世
間
体
を
意
識
し
、
自
ら
を
律
す
る
た
め
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の
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
第
五
十
九
回
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
（
平
成
二
十
二

年
十
一
月
二
十
七
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
平
安
時
代
和
文
に
お
け
る
『
心

―
』
語
彙
に
つ
い
て
―
『
心
お
ご
り
』
を
中
心
に
」
と
し
て
発
表
し
た
内
容
の

一
部
に
基
づ
い
て
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
多
数
の
方
々
よ
り
ご
意
見

を
賜
っ
た
。
謹
ん
で
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

―
ど
い
・
ゆ
み
こ
、
比
治
山
大
学
准
教
授
―
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