
掛 詞 論

古
今
的
表
現
と
仮
名
表
記
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
仮
名
表
記
が
古
今
的
表
現

（１）

の
和
歌
に
安
定
し
た
形
を
あ
た
え
た
の
だ
と
い
う
秋
山
虐
氏
の
論
を
は
じ
め
、

様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
「
平
仮
名
書
き
は
掛
詞
・
縁
語
を
盛
ん
に

（２）

し
た
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

仮
名
表
記
に
よ
る
表
現
の
特
質
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
と
し

て
、
掛
詞
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。

（３）

掛
詞
と
い
う
、
「
文
脈
に
よ
る
概
念
喚
起
の
二
重
規
定
」
に
基
づ
く
表
現
様

式
自
体
は
、
万
葉
集
に
お
い
て
も
数
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

同
じ
よ
う
に
掛
詞
を
よ
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
も

わ
ぎ
も
こ

す
す
９
１

吾
妹
子
に
あ
ふ
坂
山
の
は
だ
薄
ほ
に
は
咲
き
出
で
ず
恋
ひ
渡
る
か
も

万
蛆
二
二
八
三

お
と
に
の
ゑ
き
く
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
お
も
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ

くし

古
ｕ
四
七
○
素
性
法
師

の
二
つ
を
比
べ
る
と
、
そ
の
ウ
タ
と
し
て
の
表
現
に
は
、
明
ら
か
な
質
の
違
い

が
み
て
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
、
古
今
的
表
現
の
特
質
に
ま
で
つ
な
が
る

ウ
タ
と
し
て
の
表
現
の
質
の
違
い
は
、
単
純
に
仮
名
表
記
の
問
題
だ
け
に
直
結

掛詞論ｌ生成する意味のダィナミズムー

Ｉ

さ
せ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
こ
と
ば
」
を
「
こ
こ
ろ
」
か
ら
切
り
離

（４）

し
て
対
象
化
す
る
「
〈
こ
と
ば
〉
と
い
う
表
現
の
思
想
」
と
か
、
物
象
と
心
象

（５）

の
対
応
構
造
、
〈
心
〉
の
状
態
に
形
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
あ
た
え
〈
自
然
〉
の

（６）

背
後
に
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
構
造
を
お
も
い
う
か
べ
る
喚
起
力
と
い
っ
た
、
表

現
と
し
て
の
「
言
葉
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
指
摘
は
基
本
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
掛
詞
を
成

り
立
た
せ
て
い
る
「
音
」
と
い
う
観
点
か
ら
承
る
と
、
万
葉
・
古
今
の
ど
ち
ら

に
お
い
て
も
、
掛
詞
が
音
の
同
一
性
を
契
機
に
文
意
を
転
換
さ
せ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
音
声
性
は
、
「
神
授

（７）

（
と
信
ぜ
ら
れ
た
）
の
呪
言
」
を
発
生
点
と
す
る
ウ
タ
に
と
っ
て
、

は
だ
す
す
ぎ
ほ

を
超
あ
都
た
ふ
し
あ
は
の
こ
ほ
り
を

幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の
淡
郡
に
所
居
る
神
有
り

（
日
本
書
紀
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）

く
に
ぶ
り
の
こ
と
わ
ざ
み
づ
く
ぐ
う
ば
ら
９

風
俗
諺
に
、
水
泳
る
茨
城
の
国
（
常
陸
国
風
土
記
）

の
よ
う
な
、
非
日
常
の
様
式
化
さ
れ
た
言
語
で
あ
る
呪
言
の
律
文
に
ま
で
遡
及

で
き
る
。
そ
れ
は
ウ
タ
の
歴
史
に
お
い
て
、
五
音
と
七
音
の
組
承
に
よ
る
定
型

の
中
で
意
味
を
生
成
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
様
式
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
古
今
的
表
現
に
お
い
て
、
ゥ
タ
の
表

現
の
質
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
仮
名
表
記
の
問
題
が
ど
の
よ
う

圭口

野
樹
紀
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に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
音
声
性
を
根
底
に
持
つ
ウ
タ
の
歴
史
を
川
に
た
と
え
、
そ
こ
に

石
を
投
げ
こ
む
よ
う
に
し
て
仮
名
表
記
と
い
う
要
因
を
投
げ
こ
む
の
で
は
十
分

で
な
い
。
ゥ
タ
の
言
葉
に
対
し
て
音
声
性
と
仮
名
表
記
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な

位
置
を
占
め
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、
古
今
的
表
現
を
仮
名
表

記
が
も
た
ら
し
た
と
い
う
の
も
、
音
声
性
が
根
底
に
あ
っ
て
仮
名
は
そ
れ
を
写

す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
ど
ち
ら
も
正
鵠
を
え
て
い
な

い
。
古
今
的
表
現
に
お
い
て
、
ウ
タ
の
言
葉
は
「
書
き
読
む
も
の
と
し
て
の
水

（８）

準
」
に
あ
る
と
い
う
と
き
、
言
葉
は
、
音
声
性
を
根
底
に
持
ち
な
が
ら
も
、
同

時
に
、
仮
名
表
記
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
形
象
性
と
音
声
性
の
相
互
作
用

の
中
に
生
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
始
源
的

に
言
葉
は
音
の
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
音
の
問
題
が
根
底
に
あ
る
か
ら
仮
名
の
問

題
が
生
承
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、
仮
名
表
記
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
の
形
象
性
と
音
声
性
の
相
互
作
用
の
中
に
生
成
さ
れ
る
言
葉
に
お
い
て
、

音
声
は
す
で
に
仮
名
表
記
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
形
象
性
と
関
連
し
て
い

る
音
声
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
時
に
、
言
葉
を
、
そ
れ
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
「
音
」
の
し
。
ヘ
ル
に
お
い
て
音
声
性
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
現

象
す
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
掛
詞
の
表
現
性
に
つ
い
て
、
主
に
音
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か

ら
、
表
現
史
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
試
ゑ
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
類
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
の
表
現
性
に
つ
い
て
考
え
て
ゑ

たい。を
と
め
ら
そ
で
ふ
る
や
ま
み
づ
か
き

側
未
通
女
等
が
袖
布
留
山
の
瑞
垣
の
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
わ
れ
は

Ⅱ

万
４
五
○
一

わ
ぎ
も
こ
あ
ふ
さ
か

ず
す
き
ほ

側
吾
妹
子
に
相
坂
山
の
は
だ
薄
穂
に
は
咲
き
出
で
ず
恋
ひ
渡
る
か
も

万
ｍ
二
二
八
三

側
の
「
未
通
女
等
が
袖
布
留
山
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
諸
注
に
は
「
袖
」

ま
で
が
「
ふ
る
」
を
起
こ
す
序
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
は
「
袖
」
ま
で
が
あ
っ
て
「
布
留
山
」
の
「
ふ
る
」
が
発
想
さ
れ
た

の
で
は
な
く
、
「
未
通
女
等
が
袖
振
る
」
の
「
ふ
る
」
が
類
音
の
関
係
で
「
布

留
山
」
に
連
鎖
さ
せ
ら
れ
た
表
現
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
、
類

音
の
連
鎖
に
よ
っ
て
地
名
を
呼
び
お
こ
す
（
地
名
に
結
び
つ
け
る
）
と
い
う
方
法

に
ぎ
り
い
ひ
つ
く
は

は
、
頗
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
流
布
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
握
飯
筑
波
の

つ
く
は
ね
く
ろ
く
も
か
か
こ
ろ
も
で
ひ
た
ち

国
」
と
か
「
筑
波
岳
に
黒
雲
掛
り
衣
袖
漬
の
国
」
と
い
っ
た
、
風
俗
諺
や
地
名

起
源
神
話
と
同
じ
方
法
で
あ
る
。
既
に
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
古
語
（
フ
ル
コ
ト
）
は
祭
式
の
共
同
幻
想
を
ひ
き
ず
っ
た
言
葉
で
あ
っ

た。土
橋
寛
氏
は
、
「
握
飯
筑
波
の
‘
国
」
の
「
握
飯
」
は
祭
式
に
お
け
る
「
神
供

つ

の
飯
」
で
あ
っ
た
と
し
、
「
握
飯
斎
く
」
か
ら
「
筑
波
の
国
」
に
結
び
つ
け
ら

（９）

れ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
音
の
連
鎖
に
よ
る
表
現
の
中
に
、
祭

式
に
お
け
る
律
文
の
名
残
り
が
か
い
ま
承
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
筑
波
岳
に
黒
雲
掛
り
衣
袖
漬
の
国
」
の
よ
う
な
、
《
本
縁
謹
を
と
も

な
っ
た
詞
章
は
、
三
谷
邦
明
氏
が
論
じ
た
よ
う
に
、
「
地
名
と
い
う
現
在
的
事

実
が
存
在
す
る
が
故
に
、
神
の
事
蹟
も
ま
た
過
去
の
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
化
の
機
能
」
と
「
神
の
事
蹟
の
あ
る
土
地
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
土
地
は
神

聖
な
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
二
つ
の
機
能
に
よ
っ
て
、
神
話
・
カ
タ
リ
ゴ
ト
の

（皿）

始
源
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
試
承
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
土
地
の
名
を

神
聖
化
し
よ
う
と
す
る
様
式
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注
釈
書
で
は
、
こ
の
「
未
通
女
等
が
」
が
「
娘
子
を
思
慕
の
対
象
と
し
て
暗

（、）

示
し
て
い
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
通
釈
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
限

り
で
は
、
こ
の
句
は
そ
れ
ほ
ど
緊
密
な
意
味
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
。
布
留
の
石
上
神
社
に
は
少
女
が
袖
を
振
る
神
事
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

（

廻

）

ひ

れ

て
い
る
。
袖
を
振
る
こ
と
は
、
頒
布
を
振
る
の
と
同
様
、
た
ま
ふ
り
・
鎮
魂
を

象
徴
す
る
。
そ
し
て
、
「
握
飯
筑
波
の
国
」
の
「
握
飯
」
が
祭
式
に
お
け
る
「
神

供
の
飯
」
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
少
女
の
振
る
「
袖
」
も
祭
式
に
か
か

わ
る
神
具
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
祭
式
に
お
け
る
律
文
の
様
式
に
通
じ
る
類
音
の

関
係
に
よ
っ
て
「
布
留
山
」
に
連
鎖
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は

「
未
通
女
等
が
袖
布
留
山
」
と
う
た
う
こ
と
そ
の
も
の
が
重
要
だ
っ
た
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
布
留
山
を
神
聖
化
し
な
が
ら
、
布
留
山
の
「
垣
」
を
も

神
事
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
神
聖
化
す
る
。
神
聖
な
「
瑞
垣
」
だ
か
ら
、
そ

れ
は
「
久
し
」
い
も
の
で
あ
り
、
「
久
し
き
時
ゆ
」
思
っ
て
き
た
と
い
う
個
別

的
な
思
い
の
比
喰
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
音
の
連
鎖
に

牽
引
さ
れ
た
律
文
の
様
式
で
、
祭
式
に
か
か
わ
る
事
物
を
土
地
の
名
に
結
び
つ

け
て
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
久
し
」
は
祭
式
の
神
聖
さ
の
重
承
を
装
い
、

心
の
重
承
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
吾
妹
子
に
相
坂
山
」
と
い
う
表
現
も
、
類
音
に
よ
る
連
鎖
の
様
式
化
さ
れ

た
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
類
音
の
連
鎖
に
よ
る
語
の
組
承
が
、

地
名
起
源
神
話
や
風
俗
諺
と
同
じ
方
法
で
「
相
坂
山
」
や
そ
こ
に
あ
る
「
は
だ

薄
」
を
神
聖
化
し
、
比
瞼
と
し
て
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
与
え
る
様
式
と
し
て
表
出

されている。

こ
の
ゥ
タ
の
表
現
に
つ
い
て
ま
ず
い
え
る
こ
と
は
、
上
句
が
比
職
と
し
て
一

首
全
体
に
お
け
る
緊
密
な
意
味
性
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
相
坂
山
」

に
連
鎖
さ
せ
る
た
め
に
お
か
れ
て
い
る
「
吾
妹
子
に
」
と
い
う
第
一
句
さ
え
、

「
恋
ひ
渡
る
か
も
」
と
い
う
下
句
の
心
へ
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に

よ
む
こ
と
が
で
き
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
、
こ
の
三
句
ま
で
が
．
つ
に
凝
縮
し

て
一
首
全
体
の
発
想
と
表
現
を
統
括
す
る
序
詞
と
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い

（咽）るが
、
そ
の
よ
う
な
読
孜
を
可
能
に
す
る
ほ
ど
、
意
味
的
な
全
体
性
を
獲
得
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
類
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
の
生
承
出
し

た
効
果
で
も
あ
っ
た
。

「
吾
妹
子
に
相
坂
山
」
に
つ
い
て
、
注
釈
書
は
「
吾
妹
子
に
逢
ふ
と
い
う
名

（皿）

の
逢
坂
山
」
と
い
う
釈
を
付
し
て
い
る
。
「
相
坂
山
」
の
「
あ
ふ
」
が
男
女
の

「
逢
ふ
」
こ
と
に
通
ず
る
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
共
同
性
を
持
っ
て
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
が
、
一
首
の
中
で
「
相
坂
山
」
が
恋
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
機

能
し
う
る
の
は
、
「
吾
妹
子
に
あ
ふ
ｌ
相
坂
山
」
と
い
う
音
の
連
鎖
が
あ
る
か

ら
で
も
あ
る
。
こ
の
、
音
の
連
鎖
に
支
え
ら
れ
た
言
葉
の
組
承
あ
わ
せ
が
、

「
相
坂
山
」
は
「
吾
妹
子
に
会
う
と
い
う
名
を
持
つ
」
と
い
う
意
味
を
生
成
す

る
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
「
相
坂
山
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
「
は
だ

薄
」
も
恋
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
恋
す
る
心
の
比
聡
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
は
だ
薄
」
も
、
任
意
に
選
ば
れ
た
個
別
的
な
景
物
の
表

現
で
は
な
く
、
「
は
だ
薄
穂
（
に
い
づ
）
」
と
い
う
形
で
流
布
し
て
い
た
類
音
の
連

（咽）

鎖
に
よ
る
様
式
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
ホ
」
は
「
穂
」
で
あ
り

ほ

（妬）

「秀（外に現れ出ること）」である。「はだ薄穂」は、

す
め
ら
み
こ
と

い
づ
れ

匁
な

「
先
の
日
に
天
皇
に
教
え
た
ま
ひ
し
は
誰
の
神
ぞ
。
願
は
く
は
其
の
名

お

ま

た

い

室

を
ぱ
知
ら
む
」
：
：
：
亦
問
ひ
ま
う
さ
く
、
「
是
の
神
を
除
き
て
復
神
有
す

の
た
ま

は
だ
す
す
き
ほ

わ

れ

を

だ

あ

が

た

ふ

し

や
」
と
。
答
へ
て
日
は
く
、
「
幡
荻
穂
に
出
し
吾
や
、
尾
田
の
吾
田
節
の

あ
は
の
墓
ほ
り
を

淡
郡
に
所
居
る
神
有
り
」
と
。
（
日
本
書
紀
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
）

に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
形
を
現
す
こ
と
の
様
式
化
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
さ

- ５ ９ -
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ら
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
を
現
す
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
神
で

あ
っ
た
。
神
の
行
為
が
類
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
表
現
は
万
葉
集
に
も
多
く
承
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
新
室
の
蚕
時
に
到
れ
ば
は
だ
薄
穂
に
出
し
君
が
見
え
ぬ
こ
の
頃

万
Ｍ
三
五
○
六

こ
こ
で
は
、
以
前
好
意
を
示
し
て
く
れ
た
男
を
「
は
だ
薄
穂
に
出
し
君
」
と
表

現
し
、
男
の
好
意
の
あ
ら
わ
れ
を
、
神
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
重
ね
あ
わ
せ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
来
訪
し
た
神
と
婚
す
る
こ
と
が
恋
で
あ
る
と
表
現
す
る
、
神

婚
観
念
を
背
後
に
か
か
え
こ
ん
だ
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
側
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
「
は
だ
薄
」
は
「
吾
妹
子
に

相
坂
山
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
神
が
姿
を
あ
ら
わ
す
よ
う

に
は
っ
き
り
と
女
を
思
う
気
持
ち
を
外
に
示
す
」
も
の
の
比
嚥
と
し
て
明
確
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
自
分
は
（
相
坂
山
の
は
だ
薄
の
よ
う
に
は
）
思
い
を

外
に
示
す
こ
と
が
で
き
ず
恋
い
慕
う
ば
か
り
で
あ
る
」
と
い
う
下
句
の
心
に
、

う
た
と
し
て
の
共
同
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
は
、
神
話
的
幻
想
の
神
聖
さ
を
志
向
し
な
が
ら
、
同

時
に
比
喰
と
し
て
の
意
味
を
生
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
心

の
表
現
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ふ
ら

側
吾
妹
子
に
棟
の
花
は
散
り
過
ぎ
ず
今
咲
け
る
如
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

万
蛆
一
九
七
三

表
層
的
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
一
首
の
意
味
は
「
棟
の
花
よ
ず
っ
と
咲
い
て

い
て
く
れ
」
と
い
う
、
花
に
対
す
る
願
望
を
う
た
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
「
吾
妹
子
に
あ
ふ
１
棟
の
花
」
と
い
う
音
の
連
鎖
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
棟
の
花
」
は
「
い
つ
ま
で
も
妻
と
逢
い
続
け
た
い
」
と
思
う
心
の
よ

り
つ
く
も
の
に
転
化
し
、
「
棟
は
ず
っ
と
咲
い
て
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
表
出

は
「
い
つ
ま
で
も
妻
と
逢
い
続
け
た
い
」
と
思
う
心
に
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ

る。こ
こ
で
は
、
「
吾
妹
子
に
あ
ふ
」
へ
音
の
連
鎖
に
よ
っ
て
恋
情
に
か
か
わ
る

も
の
と
し
て
ひ
き
よ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
棟
の
花
」
と
い
う
花
の
名
で
あ

る
。
こ
の
表
現
は
、
一
見
、
側
で
「
あ
ふ
」
と
い
う
音
を
持
っ
た
土
地
の
名

（
相
坂
山
）
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
花
の
名
を
置
き
か
え
た
に
す
ぎ

な
い
よ
う
に
承
え
る
が
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
あ
ふ
」
と

い
う
音
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
の
中
で
、
土
地
の

名
も
普
通
名
詞
で
あ
る
花
の
名
も
同
じ
よ
う
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
重

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
も
の
は
何
か
。
土
地
の
名
の
側

か
ら
い
え
ば
、
神
話
的
幻
想
を
志
向
す
る
地
名
の
神
聖
さ
の
解
体
を
意
味
し
て

い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
に
お
い
て
は
、
音
の
し
”
ヘ
ル
に

お
い
た
時
、
言
葉
は
ゑ
な
等
価
の
も
の
と
し
て
あ
つ
か
い
う
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
ウ
タ
に
と
っ
て
、
音
の
連
鎖
と
い
う
様
式
は
、
音

の
連
鎖
に
よ
っ
て
意
味
を
生
成
し
う
る
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
お
い
て
ウ

タ
の
様
式
た
り
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
、
も
ち
ろ
ん
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
同
じ
音
を
持
っ
た
言
葉
な
ら
ど
の
よ
う

な
言
葉
で
も
「
類
音
の
連
鎖
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ゆ

え
に
、
音
に
よ
っ
て
呼
び
お
こ
さ
れ
る
意
味
を
一
首
の
中
に
展
開
し
て
い
く
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
ウ
タ
の
言
葉
の
位
相
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

それでは、

よ

し

き

よ

し

側
吾
妹
子
に
衣
春
日
の
宜
寸
川
縁
も
あ
ら
ぬ
か
妹
が
目
を
見
む

万
皿
三
○
二

Ⅲ
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の
よ
う
な
、
同
音
の
繰
り
返
し
に
よ
る
表
現
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

よ
し

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
宜
寸
川
」
と
い
う
川
の
名
が
「
縁
」
と
い
う
ま
っ

た
く
別
の
意
味
に
よ
承
か
え
ら
れ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
吾
妹
子
に
衣
春

日
の
」
と
い
う
、
恋
人
同
士
が
衣
を
貸
し
あ
う
習
俗
に
よ
り
か
か
っ
た
表
現
が

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
宜
寸
川
」
が
恋
に
か
か
わ
る
も
の
に
転
位
さ
れ
る
様

式
と
し
て
の
共
同
性
が
生
承
出
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
「
宜
寸
川
」
が
「
恋

よ
し

人
に
会
う
縁
が
ほ
し
い
」
と
う
た
う
心
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
「
よ
し
」

と
い
う
音
の
同
一
性
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
土

地
の
名
が
、
そ
の
神
話
的
幻
想
か
ら
遊
離
し
た
時
、
言
葉
を
形
成
す
る
要
素
の

一
つ
で
あ
る
音
が
、
土
地
と
神
話
的
幻
想
の
結
び
つ
き
か
ら
独
立
し
た
。
と
い

う
よ
り
も
、
ウ
タ
の
言
葉
が
「
言
葉
」
と
「
モ
ノ
」
の
即
融
的
な
結
び
つ
き
か

ら
自
由
に
な
っ
た
音
を
分
離
し
う
る
ま
で
に
抽
象
化
さ
れ
た
水
準
に
達
し
た

時
、
地
名
は
神
話
的
幻
想
か
ら
自
由
に
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

「
吾
妹
子
に
衣
春
日
の
」
と
い
う
様
式
化
さ
れ
た
表
現
は
、
「
宜
寸
川
ｌ
縁
」

と
い
う
音
に
よ
る
意
味
の
転
換
を
生
む
基
盤
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
、
音
に
よ
る
意
味
の
転
換
に
ウ
タ
と
し
て
の
共
同
性
を
付
与
す
る
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

伺
鶯
の
通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
厭
き
事
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ
ぬ万

Ⅷ
一
九
八
八

こ
こ
で
は
、
地
名
で
は
な
く
任
意
の
景
物
で
あ
る
「
卯
の
花
」
と
い
う
花
の

名
が
「
厭
き
事
」
に
意
味
を
よ
ゑ
か
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
同
音

の
繰
り
返
し
に
よ
る
意
味
の
転
換
は
、
「
吾
妹
子
に
棟
の
花
」
の
よ
う
な
、
音

の
連
鎖
に
よ
っ
て
意
味
が
展
開
さ
れ
る
様
式
よ
り
も
、
さ
ら
に
言
葉
が
音
と
意

味
の
自
在
さ
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
鴬
の
通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
」
に
つ
い
て
、
古
橋
信
孝

氏
は
「
〈
巡
行
叙
事
〉
の
変
型
と
承
な
し
う
る
。
鶯
が
毎
春
通
う
垣
根
の
卯
の

花
は
、
鴬
（
神
）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
高
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ

（Ⅳ）

る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
森
朝
男
氏
は
、
鳥
獣
と
季
節
の
花
と
の
取
り
合

わ
せ
の
根
底
に
「
神
婚
観
念
」
が
あ
る
と
し

季
節
の
花
・
動
物
の
取
り
合
わ
せ
の
究
極
に
は
、
両
者
を
相
愛
の
男
女

と
す
る
見
立
て
が
あ
っ
た
。
…
：
そ
の
根
底
を
窺
え
ば
、
古
代
社
会
に
お
け

る
男
女
関
係
の
底
に
あ
る
も
の
は
神
婚
観
念
で
あ
る
。
神
が
来
訪
し
て
巫

女
に
婚
す
る
、
そ
の
神
婚
の
神
の
位
置
に
烏
や
鹿
を
、
そ
し
て
巫
女
の
位

置
に
花
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（昭）

と
論
じ
て
い
る
。
「
鴬
の
通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
」
の
表
現
が
、
こ
の
よ
う
な

神
婚
観
念
を
根
底
に
持
つ
こ
と
は
、
基
本
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
、
万
葉
集
に
お
い
て
は
、
卯
の
花
は

ほ

と

と

ぎ

す

を

Ｂ
灌
公
烏
鳴
く
峯
の
上
の
卯
の
花
の
厭
き
こ
と
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ
ぬ

万
８
一
五
○
一

の
よ
う
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
組
み
で
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
万
葉
集

中
、
卯
の
花
が
う
た
わ
れ
た
ケ
ー
ス
は
、
長
歌
も
含
め
て
二
十
四
例
あ
る
。
そ

の
う
ち
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
の
組
象
で
う
た
わ
れ
て
い
る
も
の
が
十
八
例
で
、
鴬

と
の
組
み
あ
わ
せ
は
こ
の
一
例
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
ウ
タ
の

上
句
に
は
万
葉
的
な
共
同
性
と
の
ズ
レ
が
あ
り
、
そ
の
ズ
レ
が
表
現
を
任
意
の

景
物
に
ふ
せ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
な
気
が
す
る
。
尤
も
、
「
鳥
獣
と
季
節
の

花
の
組
み
あ
わ
せ
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
枠
組
象
か
ら
承
れ
ば
、
そ
の
ズ
レ

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
と
も
い
え
る
。
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は

「
卯
の
花
ｌ
厭
き
」
の
意
味
の
転
換
で
あ
る
。

鳥
獣
と
季
節
の
花
の
組
承
が
神
婚
観
念
を
根
底
に
持
つ
と
す
れ
ば
、
「
鴬
が

通
っ
て
き
て
鳴
く
花
」
の
表
現
が
持
つ
共
同
性
は
「
男
が
女
の
も
と
に
訪
れ

- ６ １ -
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る
」
こ
と
が
原
型
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
こ
こ
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は

「
男
が
訪
れ
て
こ
な
い
」
と
い
う
、
共
同
性
へ
の
異
和
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
異
和
は
単
に
「
烏
は
花
を
訪
れ
る
の
に
あ
な
た
は
来
な
い
」
と
い
う
ス
ト
レ

ー
ト
な
否
定
や
不
在
の
表
出
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
男
が
訪
れ
て
こ
な
い
こ
と

を
「
〈
厭
き
事
〉
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
か
」
と
、
「
卯
の
花
」
の
音
を
転
換
さ
せ

る
こ
と
で
生
成
さ
れ
る
意
味
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
表
出

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
性
へ
の
異
和
を
音
に
よ
る
意
味
の

転
換
を
通
し
て
う
た
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
ウ
タ
の
眼
目
が
あ
っ
た
よ
う
に
す
ら

承
え
る
。
そ
し
て
、
音
の
た
し
か
さ
に
よ
っ
て
言
葉
が
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
分

だ
け
、
上
句
の
表
現
は
、
任
意
の
景
物
で
あ
る
と
承
な
し
う
る
度
合
い
が
強
く

な
っ
て
い
る
。
古
橋
氏
は
「
恋
人
の
来
な
い
こ
と
を
怨
む
女
の
、
ぼ
ん
や
り
垣

根
の
卯
の
花
を
な
が
め
て
い
る
一
首
全
体
の
像
は
、
上
の
句
を
客
観
的
な
描
写

（蛆）

に
ふ
せ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
、
古
橋
氏
の
い
う
「
客
観
的
な
描

写
」
は
、
し
か
し
、
ぼ
ん
や
り
物
思
い
に
沈
ん
で
い
る
女
が
、
男
の
訪
れ
て
こ

な
い
理
由
を
思
い
つ
く
契
機
、
心
の
よ
り
し
ろ
と
し
て
の
承
一
首
全
体
の
中
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、
次
の
和
歌
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
が
、
古
今
的
和
歌

の
質
を
問
う
に
あ
た
っ
て
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か。

お

も

お

さ

つ

ぼ

佃
水
の
面
に
生
ふ
る
五
月
の
浮
き
草
の
憂
き
こ
と
あ
れ
や
ね
を
絶
え
て
来
ぬ

古
肥
九
七
六
凡
河
内
躬
恒

こ
の
、
古
今
集
選
者
の
一
人
の
和
歌
は
、
㈲
と
比
べ
て
ど
こ
が
ど
う
違
う
の
だ

ろ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
承
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
は
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し

て
は
ど
ち
ら
も
よ
く
似
て
い
る
。
上
句
に
事
物
の
表
現
を
お
き
、
同
音
の
繰
り

返
し
に
よ
っ
て
相
手
の
来
な
い
こ
と
を
理
由
づ
け
て
い
る
「
う
き
こ
と
あ
れ

や
」
の
言
葉
ま
で
一
致
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
作
者
の
中
に
側
や
Ｂ
の
よ
う

な
万
葉
歌
の
表
現
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
こ
が
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要

な
問
題
な
の
で
あ
る
。
吉
本
隆
明
氏
は
、
こ
の
上
句
に
つ
い
て

ど
こ
に
で
も
だ
れ
で
も
日
常
に
眼
に
触
れ
る
五
月
ご
ろ
の
水
面
の
浮
き

草
が
択
ば
れ
て
懸
り
言
葉
の
役
を
は
た
し
て
い
る
。
歌
枕
の
よ
う
な
共
同

の
景
物
で
は
な
い
あ
り
ふ
れ
た
自
然
物
が
仮
構
さ
れ
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
だ
れ
で
も
ど
こ
で
も
日
常
眼
に
ふ
れ
る
対
象
が

択
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

（加）

と
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
吉
本
氏
は
、
「
歌
枕
の
よ
う
な
共
同
の
景
物
で
は
な

い
あ
り
ふ
れ
た
自
然
物
が
仮
構
さ
れ
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
当
時
「
浮
き

草
」
と
い
う
歌
言
葉
は

◇
霜
哀
今
、
浮
洋
汎
々
今
、
無
し
根
。
（
楚
辞
）

ス

二

二

ル

ル

ワ

カ

ラ

◇
薄
藻
託
二
清
流
『
常
恐
身
不
レ
全
。
（
玉
台
新
詠
集
、
魏
明
帝
・
楽
府
詩
二
首
）

◇
浮
洋
寄
二
清
水
『
随
し
風
東
西
流
。
（
玉
台
新
詠
集
、
魏
曹
植
・
浮
捧
篇
）

（皿）

な
ど
の
漢
詩
文
や
、

Ｃ
た
ぎ
つ
瀬
に
根
ざ
し
と
ど
め
ぬ
浮
草
の
浮
き
た
る
恋
も
我
は
す
る
か
な

古
岨
五
九
二
壬
生
忠
岑

に
承
ら
れ
る
よ
う
に
、
常
な
く
漂
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
、
言
葉
と
し
て
の

共
同
性
を
生
承
出
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
言
葉
を
集
め
て
一
首
を
仮

構
す
る
と
こ
ろ
に
「
修
辞
的
な
虚
構
の
構
造
に
立
ち
入
る
〈
心
〉
ま
で
が
詠
ま

れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
言
葉
を
択
ぶ
と
い
う
こ
と
自
体
に
美
が
あ
る
と
い

（躯）

う
意
識
が
出
来
あ
が
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
は
、
言
葉
を
集
め
て
仮
構
さ
れ
た
一
首
の
表
現
は
ど
の
よ
う

な
質
に
あ
る
と
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
一
首
全
体
が
比
嚥
と

- ６ ２ -



掛 詞 論

し
て
緊
密
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
こ
の
和
歌
の
眼
目
は
「
浮
き
草
ｌ
憂
き
こ
と
」
と
い
う
同
音
の
繰
り

返
し
に
よ
っ
て
比
嚥
が
生
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
「
浮
き
草
」
は
音
の
同

一
性
に
よ
っ
て
意
味
が
よ
ゑ
か
え
ら
れ
「
憂
き
こ
と
」
を
呼
び
出
す
が
、
同
時

に
、
こ
の
「
浮
き
Ⅱ
憂
き
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
響
き
あ
っ
て
、
「
浮
き
草
」

そ
の
も
の
も
「
憂
き
こ
と
」
を
抱
え
て
根
な
し
草
と
し
て
漂
っ
て
い
る
存
在
と

な
る
。
ま
た
、
「
絶
え
て
」
訪
れ
て
こ
な
い
相
手
も
、
「
根
を
絶
え
て
」
漂
っ
て

い
る
浮
き
草
の
像
と
重
ね
ら
れ
る
比
喰
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、

そ
の
相
手
は
、
浮
き
草
が
「
憂
き
こ
と
」
を
抱
え
て
漂
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
何
か
「
憂
き
こ
と
」
を
心
に
抱
え
て
い
る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、

表
現
の
持
つ
含
玖
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
⑤
の
よ
う
に
は
眼
前
の
景
物
を
眺
め

て
い
る
う
た
い
手
の
像
は
結
ば
な
い
が
、
「
浮
き
草
の
憂
き
」
と
い
う
同
音
の

繰
り
返
し
に
む
か
っ
て
集
め
ら
れ
た
言
葉
が
有
機
的
に
関
係
し
あ
っ
て
緊
密
な

比
嚥
を
生
成
す
る
一
首
の
全
体
性
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

表
現
の
質
を
可
能
に
し
た
の
は
、
仮
名
で
書
き
よ
む
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

と
音
の
相
互
作
用
、
そ
し
て
、
万
葉
末
期
に
は
実
現
し
て
い
た
一
首
の
全
体
性

であった。

と
こ
ろ
で
、
㈲
で
は
「
浮
き
ｌ
憂
き
」
と
い
う
同
音
異
義
語
が
、
繰
り
返
し

の
表
現
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
音
を
持
っ
た
別
の

意
味
の
語
と
し
て
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
意
味
が
響
き
あ
わ
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
比
職
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
表
現
は

例
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ぱ
去
な
む
と
ぞ
思

ふ

古

肥

九

三

八

小

野

小

町

に
承
ら
れ
る
「
憂
Ⅱ
浮
き
草
」
を
経
過
し
た
表
現
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
「
浮
く
」
と
「
憂
し
」
は
本
来
、
一
つ
の
活
用
形
に
お
い
て
同
じ

音
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
意
義
的
に
は
全
く
別
の
言
葉
で
あ
る
。
そ

の
別
の
言
葉
を
、
和
歌
に
お
い
て
一
体
化
さ
せ
て
脈
絡
を
展
開
さ
せ
て
い
く
の

は
、
音
の
た
し
か
さ
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
相
互
作
用
が
生
承
出
し
た
効
果
な

のである。

例
の
重
要
性
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
の
和
歌
が
自
己
の
心
の
表
出
か
ら

は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、
掛
詞
が
生
む
二
重
の
文
脈
が
ど
の
よ

う
に
接
合
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
わ
び
ぬ
れ
ば
」
と
い
う
自
己
の
心
的
状
態
を
も
っ
て
う
た
い
出

さ
れ
た
表
現
が
「
う
ぎ
（
草
）
」
と
い
う
掛
詞
に
連
鎖
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
形
式
的
に
は
類
似
し
て
い
て
も
、
「
未
通
女
等
が
袖
布
留
山
」
の
よ
う
な

神
話
的
幻
想
に
支
え
ら
れ
た
表
現
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

う

れ

お

な

ぴ

Ｄ
秋
の
野
の
尾
花
が
末
の
生
ひ
廃
き
心
は
妹
に
寄
り
に
け
る
か
も

万
刑
二
二
四
二

の
寄
物
陳
思
歌
の
よ
う
に
、
物
象
表
現
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
ど
り
つ

い
た
と
い
っ
た
類
い
の
心
的
状
態
で
も
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
わ
び
ぬ

れ
ば
身
を
憂
き
Ｉ
浮
き
草
の
根
を
絶
え
て
」
の
比
職
が
構
成
さ
れ
る
根
拠
は
、

「
う
き
」
と
い
う
記
号
表
現
の
中
に
二
つ
の
意
味
が
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
側
に
お
い
て
、
「
未
通
女
等
が
袖
」
と
い
う
神
話
的

幻
想
に
支
え
ら
れ
た
表
現
が
、
「
布
留
山
の
瑞
垣
」
が
「
久
し
」
い
も
の
だ
と

い
う
こ
と
に
根
拠
を
与
え
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
「
わ
び
ぬ

れ
ば
」
と
認
識
し
て
い
る
表
現
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
が
、
一
首
の
眼
目
で
あ
る
掛
詞

表
現
へ
連
接
さ
れ
、
響
き
あ
う
比
喰
を
生
永
出
す
も
の
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
謂
「
物
象
」
「
心
象
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
、
言
葉
の
次
元
に
お
い
て
等
価
の
も
の
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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Ⅳ

掛
詞
に
よ
っ
て
意
味
が
二
重
化
さ
れ
る
過
程
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し

てゑたい。

⑧
う
き
め
の
承
生
ひ
て
な
が
る
る
浦
な
れ
ば
か
り
に
の
ゑ
こ
そ
海
人
は
寄
る

ら

め

古

略

七

五

五

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
身
を
う
き
草
の
」
の
よ
う
な
、
音
の
連
鎖
に
よ
る
掛
詞

め

で
は
な
い
。
「
う
き
め
」
に
「
浮
き
海
藻
」
と
「
憂
き
目
」
を
、
「
な
が
る
る
」

に
「
流
る
る
」
と
「
泣
か
る
る
」
、
「
か
り
」
に
「
刈
り
」
と
「
仮
り
」
を
い
い

掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

め

ｌ
浮
き
海
藻
の
承
生
ひ
て
流
る
る
浦
な
れ
ば
刈
り
に
の
ゑ
こ
そ
海
人
は
寄
る

Ｆらめ憂き
目
の
承
生
ひ
て
泣
か
る
る
仮
り
に
の
ゑ
こ
そ
寄
る

さ
て
、
こ
こ
で
は
側
に
承
ら
れ
た
「
浮
き
草
ｌ
憂
き
」
と
い
う
同
音
の
繰
り

返
し
に
よ
る
意
味
の
よ
ゑ
か
え
が
一
つ
の
記
号
表
現
の
中
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て

い
る
。
「
う
・
き
」
と
い
う
連
続
は
、
上
と
の
つ
な
が
り
で
「
憂
き
」
の
意
味

を
持
ち
、
下
と
の
つ
な
が
り
で
「
浮
き
（
草
）
」
の
意
味
を
持
つ
。
こ
の
二
つ
の

意
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
我
が
身
」

と
「
根
を
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
浮
き
草
」
と
い
う
別
個
の
文
脈
を
生
む
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
二
つ
の
文
脈
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
う
き
」
と
い
う

一
つ
の
記
号
表
現
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
比
職
と
し
て

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
比
職
の
構
造
が
一
つ
の
記
号
表
現
の
中
に
封
じ

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
掛
詞
に
よ
っ
て
二
つ
の
文
脈
を
比
職

と
し
て
響
き
あ
わ
せ
な
が
ら
湊
合
す
る
方
法
の
本
質
的
な
姿
が
露
呈
し
て
い
る

のである。

らめ

の
二
重
の
文
脈
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｎ

と
こ
ろ
で
、
「
う
き
め
」
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
く

Ｅ
い
ざ
桜
我
も
散
り
な
む
一
盛
り
あ
り
な
ぱ
人
に
憂
き
め
見
え
な
む

古
２
七
七
承
均
法
師

の
よ
う
に
「
憂
き
目
」
と
し
て
の
承
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
「
う
き
め
」

が
掛
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
側
や

Ｆ
我
を
君
な
に
は
の
う
ら
に
あ
り
し
か
ば
う
き
め
を
承
つ
の
あ
ま
と
な
り
に

き

古

肥

九

七

三

の
よ
う
に
、
「
う
ら
」
や
「
あ
ま
」
と
い
っ
た
海
辺
の
景
に
か
か
わ
る
も
の
と

め

結
び
つ
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
。
「
う
き
め
」
の
「
め
」
が
「
海
藻
」
に
通
じ

る
こ
と
は
、
「
承
る
め
」
が
「
海
松
布
」
に
通
じ
る
の
と
同
様
、
周
知
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
承
る
め
」
は
「
承
る
（
見
る
）
」
が
男
女
の
逢
う
こ
と
を

表
す
意
味
が
強
い
た
め
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
恋
に
結
び
つ
け
ら
れ
や
す
か
っ
た
。

古
今
集
中
の
六
例
す
べ
て
が
恋
の
和
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
海
松
布
」
と
の

関
連
に
よ
っ
て
、
五
例
が
海
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
掛
詞
と
し
て
う
た
わ
れ
て

（鯛）いる
。
こ
れ
と
同
様
に
、
「
う
き
め
」
も
海
と
の
関
連
で
「
う
ら
」
「
あ
ま
」
と

結
び
つ
け
ら
れ
た
時
に
掛
詞
と
な
っ
て
い
る
。
「
う
き
め
」
は
「
浮
き
海
藻
」

と
「
憂
き
目
」
の
意
味
を
持
ち
う
る
が
、
他
の
言
葉
と
の
関
連
に
お
い
て
は
じ

め
て
掛
詞
と
し
て
機
能
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
う
き
め
」

め

が
「
海
藻
」
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
か
ら
、
海
に
か
か
わ
る
言
葉
が
そ
の
周
り
に

集
め
ら
れ
て
く
る
の
だ
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
表
裏
一

体
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
言
葉
相
互
の
関
係
は
他
の
掛

詞
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
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「
海
人
」
や
「
浦
」
も
、
当
時
は

Ｇ
み
る
め
な
き
我
が
身
を
浦
と
知
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
海
人
の
足
た
ゆ
く
来

る

古
蝸
六
二
三
小
野
小
町

Ｈ
逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
寄
る
波
な
れ
ぱ
う
ら
ゑ
て
の
ゑ
ぞ
立
ち
か
へ
り

け
る

古
咽
六
二
六
在
原
元
方

の
よ
う
に
恋
に
か
か
わ
る
言
葉
と
し
て
盛
ん
に
う
た
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

表
現
を
た
と
え
て
い
え
ば
、
「
言
葉
」
と
し
て
の
ウ
タ
言
葉
が
い
も
づ
る
式
に

「
言
葉
」
を
た
ぐ
り
よ
せ
て
一
首
の
表
現
を
織
り
な
し
て
い
る
と
い
う
風
に
た

と
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
掛
詞
が
二

重
の
意
味
を
響
か
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
浮
き
海
藻
Ｉ
流
る

Ｉ
（
浦
）
ｌ
刈
り
Ｉ
海
人
」
と
い
う
言
葉
の
連
続
は
海
辺
の
風
景
に
か
か
わ
る
も

の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
海
辺
の
景
を
う
た
う
こ
と
は
恋
の
不
可
能
性
を
う
た
う
．

う

ら

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
海
辺
の
風
景
は
掛
詞
を
介
し
て
「
憂
き
目
ｌ
泣
か
る
ｌ
心

ｌ
仮
り
ｌ
海
人
（
海
人
は
不
可
能
な
恋
を
う
た
う
中
で
登
場
す
る
）
」
と
い
う
、
恋
の

む
な
し
さ
へ
と
転
位
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
歌

の
表
現
は
、
一
見
海
辺
の
情
景
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
出
さ

れ
て
い
る
。
「
浮
き
海
藻
の
承
：
．
：
．
」
の
文
脈
が
表
面
に
出
て
、
「
憂
き
目
の
承

．
…
・
・
」
の
文
脈
は
後
景
に
退
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
が
了
解
さ
れ
る

過
程
を
記
述
す
る
と
、
概
ね
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
う
き
め
」
が
掛
詞
で
あ
る

こ
と
は
す
ぐ
に
了
解
さ
れ
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
「
う
き
め
の
永
生
ひ
て
な
が
る

る
」
と
い
う
叙
述
は
「
浦
な
れ
ば
」
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
お
り
、
あ
く
ま
で

海
辺
の
情
景
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
掛
詞
は
そ
れ
だ
け
で
あ

る
程
度
の
共
同
性
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
同
時
に
何
か
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う

予
感
を
持
た
せ
な
が
ら
叙
述
は
進
ん
で
い
く
。
次
に
続
く
「
刈
り
に
の
ゑ
こ
そ

海
人
は
寄
る
ら
め
」
も
海
辺
の
情
景
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
海
人
」
は
恋
に
か
か
わ
る
ウ
タ
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
刈
り
に
の
ぷ
」

寄
る
海
人
は
、
か
り
そ
め
に
や
っ
て
く
る
男
の
比
喰
と
な
る
。
こ
こ
ま
で
き
た

時
に
、
そ
れ
ま
で
後
景
に
退
い
て
い
て
予
感
と
し
て
の
承
暗
示
さ
れ
て
い
た
も

の
が
、
「
憂
き
目
の
み
…
…
」
の
文
脈
で
あ
っ
た
の
だ
と
明
確
に
了
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
了
解
の
過
程
を
経
過
し
た
途
端
に
、
二
重
化
さ

れ
た
文
脈
が
響
き
あ
わ
さ
れ
て
生
成
さ
れ
る
比
噴
の
構
造
の
す
べ
て
が
、
あ
た

か
も
瞬
時
に
形
象
化
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
像
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
和
歌
の
言
葉
が
書
き
読
む
も
の
と
し
て
の
水
準
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を

如
実
に
表
し
て
い
る
。

原
理
的
に
い
え
ば
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
特
質
は
、
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
了
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
点
に
あ

る
。
テ
ク
ス
ト
の
は
じ
め
と
終
わ
り
の
往
還
作
用
、
後
の
部
分
が
テ
ク
ス
ト
の

流
れ
に
逆
ら
っ
て
前
の
部
分
を
規
定
す
る
と
い
う
、
前
後
の
有
機
的
な
つ
な
が

り
を
方
法
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

掛
詞
に
よ
る
意
味
の
二
重
化
は
、
ま
た
、
和
歌
の
表
現
に
言
語
表
現
と
し
て

の
秩
序
の
破
壊
を
も
た
ら
し
た
。

側
お
と
に
の
ゑ
き
く
の
白
露
よ
る
は
お
き
て
ひ
る
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
く

し

古
ｕ
四
七
○
素
性
法
師

音
の
連
鎖
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
相
互
作
用
、
掛
詞
に
よ
る
文
脈
の
二
重
化
の

効
果
が
最
も
先
鋭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
和
歌
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ

の
和
歌
に
つ
い
て
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
は
、
掛
詞
に
よ
る
情
と
景
の
対
応

を
分
析
し
て
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の
よ
う
に
図
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
和
歌
の
表
現
構
造
は
こ
の
よ
う
な

情
と
景
の
二
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
叙
述
の
過
程
と
い
う
視
点
か

ら
ゑ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
仮
り
に
こ
の
和
歌
を
音
声
だ
け
で
聞
い
た
ら

ど
の
よ
う
に
し
て
了
解
さ
れ
る
か
を
試
み
に
分
析
し
て
承
る
と
、
た
と
え
ば
次

の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
お
と
に
の
ゑ
き
く
」
と
い
う
う
た
い
出
し
は
、
あ
く
ま
で
「
音
に
の
ゑ
聞

く
」
の
位
相
で
受
け
体
ら
れ
る
。
が
、
こ
れ
に
「
の
白
露
」
と
続
く
こ
と
に
よ

っ
て
「
お
と
に
の
ゑ
き
く
」
の
「
き
く
」
の
残
響
に
「
菊
」
の
意
味
あ
い
が
与

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
表
現
は
「
（
菊
）
の
白
露
」
と
の
連
続
で

「
夜
は
置
き
て
昼
は
」
ま
で
が
白
露
の
様
態
を
う
た
う
も
の
と
し
て
受
け
取
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
最
後
に
な
っ
て
、
今
度
は
「
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ

く
し
」
と
い
う
情
が
表
面
に
出
た
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
音
に
の
ふ
聞
く
」

で
は
じ
ま
っ
た
も
の
が
、
い
つ
の
ま
に
か
白
露
の
表
現
に
す
り
か
わ
り
、
ま
た

情
の
表
現
へ
と
転
換
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
情
の
表
現
と
白
露
の
表

現
が
、
論
理
的
な
秩
序
を
破
壊
し
て
溶
接
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
達
は
一
首
全
体
が
表
現
す
る
も
の
を

十
全
に
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
和
歌
を
声
に
出
し
て
よ
ゑ
下
し
た
時
に
受
け
る
全
体
の
印
象
は
、
こ
れ

と
い
っ
て
奇
異
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
、
言
葉
が
五
七
五
七
七
の
定
型
の
中

に
填
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
効
果
で
あ
る
。
ま
た
、
仮
名
で
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
形
象
性
が
掛
詞
に
よ
る
比
嚥
の
構
造
を
浮

か
び
あ
が
ら
せ
る
。
「
昼
は
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
く
し
」
と
の
つ
な
が
り
で
「
夜

音腫。み圖驫圏圏閏固窒蘂

Ｖ

仮
名
は
漢
字
の
表
意
性
を
捨
象
し
て
表
音
性
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

仮
名
で
書
き
読
む
と
い
う
方
法
は
、
音
を
書
き
写
す
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら
一
段

飛
躍
し
た
水
準
に
言
語
表
現
の
質
を
お
し
あ
げ
た
。
そ
こ
で
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ

ー
ル
の
形
象
性
と
音
声
的
な
も
の
の
相
互
作
用
の
中
で
、
言
語
表
現
や
意
味
が

生
成
す
る
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
い
古
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
音
声
言
語
の
本
質
は
、
発
声
と
と
も
に
消
え
て

い
く
現
在
の
累
積
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

側
や
側
の
よ
う
に
音
の
連
鎖
や
繰
り
返
し
に
よ
る
意
味
の
展
開
は
あ
る
が
、
展

開
し
た
も
の
が
前
の
部
分
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
上
句
が

下
句
に
対
す
る
比
瞼
に
な
る
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
側
や
側
で
は
、

仮
名
に
よ
っ
て
二
重
化
さ
れ
た
意
味
が
後
の
部
分
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
意
味
が
並
立
す
る
文
脈
を
生
承
、

さ
ら
に
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
連
し
な
が
ら
有
機
的
に
響
き
あ
う
。
こ
れ
は
、
う

た
う
こ
と
を
本
質
と
し
た
ウ
タ
の
言
葉
に
対
す
る
異
化
作
用
で
あ
る
。
常
に
消

え
て
い
く
現
在
の
累
積
で
あ
る
ウ
タ
の
言
葉
の
線
条
性
を
せ
き
と
め
、
脇
道
に

は
置
き
て
」
が
同
時
に
「
夜
は
起
き
て
」
で
あ
り
、
白
露
の
文
脈
の
流
れ
で

「
思
ひ
に
あ
へ
ず
消
ぬ
」
が
「
日
に
あ
へ
ず
消
ぬ
」
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
重
の
文
脈
が
並
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

日
の
光
に
あ
た
っ
て
消
え
て
い
く
菊
の
白
露
と
、
恋
の
物
思
い
に
消
え
入
り
そ

う
な
思
い
が
比
職
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は

論
理
性
の
崩
壊
し
た
切
れ
切
れ
の
フ
レ
ー
ズ
の
よ
せ
集
め
と
す
ら
い
え
る
も
の

を
言
語
表
現
と
し
て
支
え
て
い
る
も
の
は
、
定
型
の
中
で
機
能
す
る
、
音
と
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
形
象
性
と
の
相
互
作
用
な
の
で
あ
る
。
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そ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
和
歌
の
表
現
を
重
層
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
は
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
音
の
相
互
作
用
が
五
七
五
七
七
の
定
型
と
い
う

鋳
型
に
は
め
込
ま
れ
な
が
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
音
声
に
出
し
た
時

に
ウ
タ
と
し
て
の
リ
ズ
ム
を
強
調
す
る
と
い
う
、
音
声
性
へ
む
か
う
逆
の
作
用

を
も
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
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農
『
王
朝
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文
学
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』
（
昭
和
五
十
九
年
東
京
大
学
出
版
会
）

（
２
）
菊
地
靖
彦
「
掛
詞
・
縁
語
ｌ
『
古
今
集
』
に
お
け
る
そ
の
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ｌ
」

（
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集
和
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と
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ク
』
昭
和
六
十
一
年
笠
間
書
院
）

（
３
）
時
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記
『
国
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学
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岩
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５
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男
「
掛
詞
の
成
立
」
（
『
古
代
和
歌
史
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京
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６
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昭
和
五
十
二
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出
書
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）
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７
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折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
第
一
巻
古

代
研
究
（
国
文
学
篇
）
』
引
用
は
昭
和
五
十
年
中
公
文
庫
版
に
よ
る
）

（
８
）
吉
野
樹
紀
「
古
今
的
表
現
の
修
辞
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
文
学
』
一
九
八
五
年

三月）

（
９
）
土
橋
寛
「
枕
詞
の
源
流
」
（
『
古
代
歌
謡
論
』
一
九
六
○
年
三
一
書
房
）

（
、
）
三
谷
邦
明
「
古
代
叙
事
文
芸
の
時
間
と
表
現
ｌ
物
語
的
言
説
の
展
開
あ
る

い
は
源
氏
物
語
に
お
け
る
時
間
意
識
の
構
造
Ｉ
Ｉ
Ｌ
（
『
物
語
文
学
の
方
法
Ｉ
』

一
九
八
九
年
有
精
堂
）

（
ｕ
）
小
学
館
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
昭
和
四
十
六
年
）

（
咽
）
中
西
進
訳
注
『
万
葉
集
Ｈ
』
（
昭
和
五
十
三
年
講
談
社
文
庫
）

（
週
）
片
桐
洋
一
『
歌
枕
歌
こ
と
ば
辞
典
』
（
昭
和
五
十
八
年
角
川
書
店
）

（
皿
）
澤
潟
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
巻
第
十
』
（
昭
和
三
十
七
年
中
央
公
論
社
）

（
妬
）
編
集
委
員
会
よ
り
、
「
は
だ
薄
穂
」
が
、
日
本
書
紀
に
ゑ
ら
れ
る
ょ
う
に
、

神
話
的
幻
想
を
も
っ
た
表
現
で
あ
る
旨
の
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

（
妬
）
「
ホ
」
に
は
「
は
な
薄
ほ
」
「
早
稲
田
の
ほ
」
「
朝
顔
の
ほ
」
な
ど
と
の
関
連

の
他
、
「
火
の
ほ
」
「
漁
火
の
ほ
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。

（
Ⅳ
）
（
蛆
）
古
橋
信
孝
「
序
詞
の
成
立
」
今
古
代
和
歌
の
発
生
』
一
九
八
八
年
東

京
大
学
出
版
会
）

（
岨
）
森
朝
男
「
雑
歌
か
ら
四
季
へ
」
（
『
古
代
文
学
』
三
十
号
一
九
九
一
年
）

（
虹
）
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
補
訂
版
』
（
昭
和
五
十
六
年
右
文
書

院
）
に
よ
る
。

（
羽
）
残
り
の
一
例
も
「
涙
の
川
」
と
い
う
、
水
に
か
か
わ
る
も
の
と
の
関
係
で
う

た
わ
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
は
講
談
社
文
庫
、
『
古
今
和
歌
集
』
は
旺
文
社
文
庫
、
『
日
本
書
紀
』
『
風

土
記
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
り
引
用
し
た
が
、
私
に
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が

ある。
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