
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

米

澤
　
　
昌
　
　
子

１

、
は
じ
め
に

　
日
本
語
特
有
の
表
現
の
一
つ
に
、
物
の
授
受
関
係
を
表
す
表
現
が
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

の
際
に
用
い
ら
れ
る
の
が
受
給
動
詞
で
あ
る
。
人
称
上
の
制
約
．
視
点
．
話
し

手
の
関
与
な
ど
か
ら
数
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
専
ら
共
時
的
な
観

点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
語
の
確
固
た
る
性
格

づ
け
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
語
が
持
っ
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
本
稿
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
各
受
給
動
詞
の
語
義
と
そ
の
表

現
の
持
つ
機
能
の
史
的
変
遷
を
捉
え
直
す
こ
と
を
試
み
た
い
。
話
し
手
の
視
点
、

事
柄
の
捉
え
方
を
中
心
に
受
給
動
詞
を
特
徴
づ
け
て
い
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る

待
遇
意
識
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
「
敬
語
」
分
野
で
指
摘
さ
れ
る
絶
対
敬
語
か
ら
相
対
敬
語
へ
の
敬
語
の
変

遷
と
受
給
動
詞
の
発
生
、
発
達
が
非
常
に
深
い
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
受

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

給
動
詞
側
か
ら
の
敬
語
史
の
位
置
付
け
の
可
能
性
を
探
る
意
味
で
も
、
受
給
動

詞
の
史
的
変
遷
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

１
　
受
給
動
詞
と
は

　
物
の
授
受
関
係
を
表
す
際
に
用
い
ら
れ
る
受
給
動
詞
に
は
、
「
や
る
／
く
れ
る

／
も
ら
う
」
の
三
語
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
敬
語
（
謙
譲
）
形
が
存
在
し
、
三
系

列
七
語
の
体
系
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
補
助
動
詞
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
授
受
関
係
の
対
象
と
な
る
の
は
具
象
物
で
は
な
く
、
形

と
し
て
は
存
在
し
な
い
行
為
で
あ
る
。
以
上
を
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

詞動本詞動助補

普
通
体

謙
譲
体

普
通
体

謙
譲
体

や
る

あ
げ
る
／
さ
し
あ
げ
る

－
て
や
る

－
て
あ
げ
る

－
て
さ
し
あ
げ
る

く
れ
る

く
だ
さ
る

－
て
く
れ
る

－
て
く
だ
さ
る

も
ら
・
つ

い
た
だ
く

－
て
も
ら
・
つ

－
て
い
た
だ
く

七
三



　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
這
」

話
し
手
は
〈
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
の
物
（
行
為
）
の
移
動
〉
を
次
の
三
つ
の
表
現
を
用

い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
’

　
０
　
Ａ
が
Ｂ
に
や
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ａ
側
に
立
っ
た
表
現
）

　
　
　
Ａ
が
Ｂ
に
く
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｂ
側
に
立
っ
た
表
現
）

　
　
　
Ｂ
が
Ａ
に
も
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｂ
側
に
立
っ
た
表
現
）

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
三
つ
の
表
現
か
ら
（
　
）
に
示
し
た
よ
う
に
話
し
手
が
自

身
を
ど
ち
ら
側
に
お
い
て
授
受
関
係
を
捉
え
て
い
る
か
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
話
し
手
の
視
点
や
Ａ
や
Ｂ
に
く
る
人
称
上
の
制
約
に
つ
い
て
は
、
宮
地

　
　
　
　
　
◎

（
一
九
六
五
）
、
大
江
（
一
九
七
五
）
、
久
野
（
一
九
七
八
）
な
ど
の
論
考
が
あ

る
。
た
だ
し
、
話
し
手
の
事
柄
把
握
の
時
点
で
の
恩
恵
意
識
や
敬
語
表
現
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

連
性
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
受
給
動
詞
の
敬
語
形
ま
で
含
め
て
は
十
分
に
は
論
じ

ら
れ
て
は
い
な
い
。

皿
、
先
行
研
究

　
受
給
動
詞
を
史
的
変
遷
に
よ
っ
て
捉
え
た
も
の
に
、
古
川
（
一
九
九
五
）
、

主
に
補
助
動
詞
の
発
達
状
況
を
捉
え
た
も
の
に
、
宮
地
（
一
九
七
五
）
（
一
九

八
一
）
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
っ
い
て
概
観
し
て
お
く
。

　
皿
、
…
　
古
川
（
一
九
九
五
）

　
古
川
は
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
に
つ
い
て
平
安
か
ら
中
世
末
期
ま
で
の
文
献

を
対
象
に
調
査
し
、
「
く
れ
る
」
の
持
つ
視
点
制
約
の
変
遷
を
中
心
に
考
察
し

・
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て
、
図
表
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
図
の
よ
う
な
結
果
か
ら
「
く
れ
る
」
は
古
く
は
、
与
え
手
の
視
点
か
ら
述
べ
、

し
か
も
受
け
手
の
多
く
が
、
低
い
身
分
の
者
や
動
物
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
以
降

そ
う
い
っ
た
制
約
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
「
や
る
」
の
用
法

拡
大
が
関
係
し
て
お
り
、
物
を
与
え
る
側
と
い
う
固
定
し
た
視
点
を
も
つ
「
や

る
」
の
侵
食
を
受
け
た
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
皿
、
似
　
宮
地
（
一
九
七
五
）
（
一
九
八
一
）

　
宮
地
氏
は
敬
語
あ
る
い
は
待
遇
表
現
か
ら
、
最
も
精
力
的
に
受
給
動
詞
の
研

究
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
近
代
敬
語
の
古
代
敬
語
と
違
う
特
徴
は
、
「
－
て

（
さ
し
）
あ
げ
る
／
－
て
く
だ
さ
る
／
－
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
受
給
補
助
動

詞
の
発
達
・
頻
用
を
導
く
場
面
的
恩
恵
授
受
の
意
識
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
受
給
敬
語
表
現
の
発
達
状
況
を
次
の
よ
う
な
略
図
で
示
し
、
一
七
世
紀

中
頃
ま
で
に
、
「
－
て
く
れ
る
／
－
て
や
る
／
－
て
も
ら
う
」
が
出
そ
ろ
い
、

そ
の
敬
語
（
謙
譲
）
形
は
そ
れ
ぞ
れ
約
二
世
紀
後
に
発
生
し
、
一
九
世
紀
中
頃

ま
で
に
全
部
出
そ
ろ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ５１

Ｃ６１

Ｃ７１

Ｃ８１

Ｃ９１

Ｃ０２

て
く
れ
る
一
　
　
　
　
一
て
く
だ
さ
る
一

て
や
る

一
て
あ
げ
る

て
も
ら
う
一
　
　
　
　
一
て
い
た
だ
く
一

「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
古
川
（
一
九
九
五
）
は
受
給
動
詞
の
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
の
二
語
の
み
、

宮
地
（
一
九
七
五
）
は
補
助
動
詞
の
み
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

受
給
動
詞
を
体
系
的
に
捉
え
る
べ
く
、
各
々
の
本
動
詞
、
補
助
動
詞
の
普
通
体
、

及
び
敬
語
（
謙
譲
）
体
を
含
め
た
計
一
四
語
に
関
し
て
、
古
川
（
一
九
九
五
）

の
調
査
法
を
参
考
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
領
域
を
上
代
か
ら
現
代
ま
で
の
文
献

を
対
象
に
調
査
し
た
。
『
万
葉
集
』
（
八
世
紀
後
半
）
か
ら
『
斜
陽
』
（
二
〇
世

紀
中
頃
）
ま
で
の
約
一
一
世
紀
問
に
亘
る
変
遷
を
概
観
す
る
。

Ｗ
、
「
や
る
」

「
－
て
や
る
」
の
史
的
変
遷

ｗ
、
…
　
奈
良
・
平
安
時
代
の
「
や
る
」

奈
良
時
代
は
文
献
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
今
回
の
調
査
で
は
、
『
万
葉
集
』

の
み
を
対
象
と
し
た
。

　
１
　
わ
が
背
子
を
大
和
へ
や
り
て
ま
っ
し
だ
す
足
柄
山
の
杉
の
木
の
間
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
一
四
・
三
三
六
三
）

　
２
　
海
神
の
手
巻
の
玉
を
家
づ
と
に
妹
に
や
ら
む
と
拾
ひ
取
り
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
一
五
・
三
六
二
七
）

　
３
　
今
は
和
泉
守
の
妻
に
て
ゐ
た
り
け
る
が
り
、
文
や
る
。
げ
に
い
と
香
ば

　
　
し
き
笛
あ
り
。
包
み
て
や
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
巻
一
）

『
万
葉
集
』
で
は
１
の
よ
う
に
、
遠
く
の
方
へ
や
る
意
で
「
人
を
行
か
せ
る
．

文
を
送
る
」
と
い
う
用
例
が
多
い
一
方
、
２
の
よ
う
に
、
授
受
関
係
も
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

る
用
法
も
見
ら
れ
る
。
古
川
（
一
九
九
五
）
は
、
「
や
る
」
は
平
安
時
代
に
は
、

ま
だ
一
般
的
な
物
の
や
り
と
り
に
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
が
、
既
に

奈
良
時
代
に
物
の
や
り
と
り
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

２
．
３
か
ら
考
え
て
も
話
し
手
（
書
き
手
）
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
を

与
え
る
と
い
う
恩
恵
よ
り
は
、
相
手
と
の
物
理
的
距
離
感
で
あ
る
と
言
え
る
。

遠
く
離
れ
た
相
手
に
物
を
贈
る
、
送
る
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
奈

良
．
平
安
時
代
の
「
や
る
」
は
自
分
か
ら
離
れ
た
場
所
へ
、
「
人
を
行
か
せ

る
．
文
を
送
る
」
と
い
う
用
例
が
授
受
関
係
を
表
し
た
用
例
よ
り
圧
倒
的
に
多

い
の
も
う
な
ず
け
よ
う
。

　
ｗ
、
閉
　
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
や
る
」

　
「
や
る
」
は
大
体
が
前
代
の
用
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
一
方
で
意
味
領
域

を
広
げ
て
行
く
。

　
４
　
「
い
か
で
。
鉢
を
や
り
て
こ
そ
う
け
め
」
と
て
、
人
々
制
し
と
“
め
け

　
　
　
○

　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
七
二
）

　
５
　
牛
を
売
る
物
あ
り
。
買
ふ
人
そ
の
あ
た
ひ
を
や
り
て
う
し
を
と
ら
ん
と

　
　
い
ふ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
徒
然
草
』
第
九
三
段
）

　
６
　
宗
盛
（
略
）
こ
の
三
人
を
呼
び
出
ひ
て
、
暇
を
や
る
ぞ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
天
草
版
平
家
物
語
』
三
）

こ
れ
ら
は
目
の
前
に
い
る
相
手
に
対
す
る
発
話
で
あ
り
、
距
離
感
か
ら
の
解
放

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
暇
」
な
ど
具
象
物
で
は
な
い
も
の
の
授
受
の
表
現
に
も

七
六

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
ｗ
、
側
　
中
世
末
期
以
降
の
「
や
る
」

　
『
大
蔵
虎
明
本
』
の
狂
一
言
台
本
で
は
、
現
代
語
「
や
る
」
と
同
じ
用
例
が
多

く
見
ら
れ
る
。

　
７
　
（
売
り
手
↓
買
い
手
）
一
お
そ
か
つ
た
に
よ
つ
て
、
（
略
）
そ
な
た
へ
刊

　
　
る
事
は
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
雁
盗
人
）

　
８
　
（
太
郎
冠
者
↓
大
名
）
一
何
と
仰
せ
ら
れ
て
も
こ
な
た
の
で
は
有
り
ま
す

　
　
ま
ひ
、
や
り
ま
ら
す
ま
ひ
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
純
根
草
）

７
は
売
り
手
か
ら
買
い
手
へ
、
８
は
家
来
か
ら
殿
様
へ
の
発
話
で
あ
り
、
受
け

手
が
与
え
手
の
目
下
の
際
に
用
い
る
と
い
う
現
代
語
「
や
る
」
に
見
ら
れ
る
制

約
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
た
だ
明
ら
か
に
身
分
の
上
の
者
に
対
し
て
は
用
い
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
８
の
場
面
で
売
り
手
は
先
に
大
名
に
対
し
て
は
、
次
の

よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
９
　
大
名
一
売
る
べ
ひ
か

　
　
　
売
り
手
一
あ
げ
ま
ら
せ
う
ず
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
雁
盗
人
）

目
下
に
対
し
て
用
い
る
と
い
う
待
遇
意
識
が
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
の
は
近
代

以
降
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
い
と
ま
を
や
る
」
で
夫
が
妻
を
離
縁
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

　
１
０
　
男
　
お
や
里
へ
ま
い
っ
て
御
ざ
る
程
に
、
其
ま
・
い
と
ま
を
や
っ
て
御



　
　
ざ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
因
幡
堂
）

　
Ｗ
、
｝
　
奈
良
時
代
の
「
－
て
や
る
」

行
為
の
授
受
関
係
を
表
す
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
次
の
よ
う
な
複
合

動
詞
「
動
詞
十
や
る
」
の
後
項
成
分
と
し
て
の
「
や
る
」
が
見
ら
れ
る
。

　
ｕ
　
春
さ
れ
ば
百
舌
鳥
の
草
ぐ
き
見
え
ず
と
も
我
は
見
や
ら
む
君
が
辺
を
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
十
・
一
八
九
七
）

　
１
２
　
沖
辺
よ
り
船
人
の
ぼ
る
呼
び
寄
せ
て
い
ざ
告
げ
や
ら
む
旅
の
宿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
万
葉
集
』
一
五
・
三
六
四
三
一

ｕ
は
動
作
が
、
そ
の
動
作
主
体
か
ら
遠
く
へ
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
表
し

て
お
り
、
本
動
詞
同
様
に
、
距
離
を
意
識
し
た
語
で
あ
る
。
た
だ
、
１
２
は
現
代

語
「
－
て
や
る
」
と
も
解
せ
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集

四
』
で
は
こ
の
語
に
対
し
「
っ
げ
て
や
ろ
う
」
と
い
う
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

今
回
は
、
助
詞
「
て
」
の
つ
く
補
助
動
詞
「
－
て
や
る
」
と
い
う
語
形
の
み
を

対
象
と
し
た
が
、
今
後
、
こ
の
複
合
動
詞
の
後
項
成
分
と
し
て
用
い
ら
れ
る

「
や
る
」
も
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
Ｗ
，
５
－
　
平
安
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
「
－
て
や
る
」

　
１
３
　
一
中
納
言
ハ
）
「
さ
る
べ
き
受
領
あ
ら
ば
（
娘
ヲ
）
知
ら
ず
顔
に
て
、
く

　
　
れ
て
や
ら
む
と
し
つ
る
も
の
を
」
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
巻
一
）

　
１
４
　
「
く
ひ
物
は
も
ち
て
き
た
る
か
、
く
は
せ
て
や
れ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
九
六
）

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
１
５
　
と
ら
へ
た
る
人
を
見
知
り
た
れ
ば
乞
ひ
ゆ
る
し
て
や
り
給
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
一
五
七
）

　
平
安
時
代
で
は
、
１
３
の
一
例
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
例
も
補
助
動
詞
と
と
る
よ

り
、
中
植
言
が
娘
を
妻
と
し
て
、
与
え
て
（
地
方
に
）
、
娘
を
行
か
せ
る
と
解

す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
室
町
時
代
に
な
る
と
、
話
し
手
か
ら
の
方
向
性
、

距
離
を
示
す
以
外
に
、
授
受
関
係
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

　
Ｗ
，
６
－
　
中
世
末
期
の
「
－
て
や
る
」

　
１
６
　
（
酒
屋
↓
買
い
手
）
一
そ
れ
な
ら
ば
っ
め
て
や
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
千
鳥
）

　
１
７
　
（
茶
屋
↓
客
一
一
か
ん
ざ
き
の
渡
守
が
秀
句
に
す
ひ
た
程
に
お
し
へ
て
や

　
　
引
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
薩
摩
守
）

本
動
詞
同
様
に
、
身
分
、
年
齢
な
ど
を
軸
と
し
た
待
遇
意
識
よ
り
く
あ
る
行
為

を
Ａ
が
Ｂ
の
た
め
に
行
う
ｖ
と
い
う
事
柄
の
把
握
の
方
が
話
し
手
に
は
中
心
と

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
受
け
手
の
た
め
に
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
て
っ
け
が
ま
し
く
何
か
を
す
る
、
意
味
で
も
用
い
ら
れ
、
用
法
を
拡
大
し
て

い
く
。

　
１
８
　
や
ら
ぬ
に
因
り
て
、
盗
み
に
わ
せ
た
物
じ
や
、
さ
ん
さ
ん
な
ぶ
つ
て
や

　
　
引
ふ
と
存
ず
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
盆
山
）

　
Ｗ
，
７
－
　
近
世
・
近
代
の
「
－
て
や
る
」

　
１
９
　
「
こ
い
つ
は
お
か
し
い
。
笑
っ
て
や
れ
。
」
　
　
　
　
　
　
（
『
浮
世
床
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
２
０
　
「
も
う
沢
山
か
、
沢
山
で
な
け
り
ゃ
、
ま
だ
撲
っ
て
や
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
坊
つ
ち
や
ん
』
）

行
為
の
授
受
を
恩
恵
的
に
表
現
す
る
一
方
で
、
近
世
以
降
受
け
手
に
対
し
て
不

利
益
に
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
話
し
手
の
強
い
意
志
を
表
す
用
法
が
増
え
て
い

く
。　

以
上
、
授
受
関
係
を
表
現
す
る
「
や
る
」
は
奈
良
時
代
、
「
－
て
や
る
」
は

中
世
ご
ろ
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
話
し
手
の
視
点
は
常
に
物
、
動

作
の
与
え
手
側
に
あ
り
、
古
く
は
距
離
感
を
重
視
し
た
語
で
あ
っ
た
が
、
現
代

語
「
や
る
」
の
持
っ
て
い
る
待
遇
意
識
に
よ
る
、
目
下
の
受
け
手
に
対
し
て
用

い
ら
れ
る
と
い
う
制
約
は
な
く
、
制
約
が
近
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

Ｖ
、
「
あ
げ
る
」

「
－
て
あ
げ
る
」
の
史
的
変
遷

　
Ｖ
、
…
　
奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
「
あ
げ
る
（
あ
ぐ
）
」

　
２
１
　
…
よ
き
白
拷
の
袖
ま
き
上
げ
て
猪
鹿
待
っ
わ
が
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
七
・
一
二
九
二
）

　
２
２
　
か
ら
歌
、
声
を
あ
げ
て
言
ひ
け
り
。
　
（
『
土
佐
日
記
』
　
二
一
月
二
六
日
）

　
２
３
　
修
験
者
は
、
（
略
）
各
々
僧
伽
の
句
共
あ
げ
、
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
巻
三
）

右
の
よ
う
に
授
受
関
係
を
表
現
す
る
用
法
は
見
ら
れ
ず
、
多
く
が
２
１
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

下
か
ら
上
へ
の
移
動
を
意
味
す
。
た
だ
、
２
２
・
２
３
は
と
も
に
、
声
を
高
ら
か
に

出
す
意
で
あ
る
が
、
２
３
は
経
を
唱
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
さ
ら
に
室
町
期
に
な
る
と
、

　
２
４
　
両
社
に
て
、
馬
あ
げ
さ
せ
ら
れ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
増
鏡
」
）

の
よ
う
に
、
神
に
対
し
て
奉
納
す
る
意
で
用
い
ら
れ
だ
す
こ
と
も
「
あ
ぐ
」
が

受
給
動
詞
と
な
っ
て
い
く
流
れ
を
捉
え
る
上
で
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
Ｖ
、
閉
　
中
世
末
期
の
「
あ
げ
る
（
あ
ぐ
）
」

　
よ
う
や
く
授
受
関
係
の
「
あ
げ
る
（
あ
ぐ
）
」
が
登
場
す
る
が
、
現
代
語
よ

り
も
受
け
手
に
対
す
る
謙
譲
の
意
が
強
く
、
「
献
上
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
意

味
を
表
し
、
ほ
と
ん
ど
が
、
「
年
貢
を
あ
げ
る
」
と
言
う
形
で
見
ら
れ
る
。

　
２
５
　
そ
な
た
は
、
み
ね
ん
ぐ
う
に
何
を
あ
け
さ
せ
ら
る
る
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
筑
紫
の
奥
）

　
Ｖ
、
閉
　
近
世
・
近
代
の
「
あ
げ
る
」

　
近
世
以
降
用
例
が
増
え
る
が
、
近
代
で
も
ま
だ
「
や
る
」
の
丁
寧
語
的
な
用

法
は
な
い
。

　
２
６
　
お
出
な
す
っ
た
ら
（
コ
ノ
手
紙
を
）
上
げ
て
お
く
ん
な
ま
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
浮
世
床
』
）

　
２
７
　
お
小
遣
い
が
な
い
と
お
困
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
為
替
で
十
円
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
坊
つ
ち
や
ん
』
）

　
Ｖ
、
岬
　
奈
良
時
代
か
ら
中
世
末
期
の
「
－
て
あ
げ
る
（
あ
ぐ
）
」



中
世
末
期
に
至
る
ま
で
、
行
為
の
授
受
関
係
を
表
現
す
る
用
法
は
見
ら
れ
な

い
。
た
だ
、
敬
語
表
現
で
あ
る
、
「
申
し
上
ぐ
」
な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。

　
２
８
　
少
将
も
涙
に
咽
で
申
し
あ
く
る
旨
も
な
し
。
　
　
（
『
平
家
物
語
』
巻
二
）

　
Ｖ
，
５
－
　
近
世
・
近
代
の
「
－
て
あ
げ
る
」

　
近
世
に
入
り
、
よ
う
や
く
行
為
の
授
受
関
係
を
表
現
す
る
「
－
て
あ
げ
る
」

が
見
ら
れ
る
。

　
２
９
　
サ
ァ
　
今
渡
し
て
あ
け
ま
し
や
と
言
え
と
も
渡
す
金
は
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
冥
土
の
飛
脚
』
）

　
３
０
　
…
…
あ
と
か
ら
持
た
し
て
あ
げ
る
か
ら
と
っ
か
ひ
を
返
し
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
安
愚
楽
鍋
』
）

　
以
上
、
受
給
動
詞
の
「
あ
げ
る
」
は
中
世
末
期
、
補
助
動
詞
「
－
て
あ
げ

る
」
は
近
世
に
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
登
場
は
、
普
通
体
「
や
る
」

「
－
て
や
る
」
か
ら
遅
れ
る
こ
と
、
本
動
詞
で
約
九
世
紀
、
補
助
動
詞
で
約
四

世
紀
で
あ
る
。
た
だ
、
「
経
を
あ
げ
る
・
神
に
奉
納
す
る
」
と
い
う
用
法
は
平

安
末
期
か
ら
既
に
見
ら
れ
た
。
こ
の
用
法
が
身
分
の
上
の
者
に
対
し
て
差
し
出

す
と
い
う
、
受
け
手
に
対
し
て
自
ら
の
行
為
を
謙
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ

う
と
い
う
意
識
の
表
現
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
話
し
手
の
視
点
は

「
や
る
」
同
様
常
に
与
え
手
側
に
あ
る
。
一
方
「
あ
げ
る
」
の
待
遇
意
識
に
関

し
て
は
現
代
、
と
り
わ
け
、
戦
後
で
も
こ
の
数
十
年
問
に
変
化
が
伺
え
る
。
も

は
や
現
代
語
「
あ
げ
る
」
は
謙
譲
表
現
で
は
な
く
「
や
る
」
の
丁
寧
語
で
あ
る

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

と
言
え
よ
う
。
こ
の
待
遇
意
識
の
変
化
を
昔
話
の
「
桃
太
郎
」
の
歌
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
３
１
　
や
り
ま
し
よ
う
　
や
り
ま
し
ょ
う
　
こ
れ
か
ら
鬼
の
征
伐
に
つ
い
て
く

　
　
る
な
ら
　
や
り
ま
し
ょ
う

戦
後
、
こ
の
「
や
る
」
は
ぞ
ん
ざ
い
な
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
音
楽
の
教
科
書

審
議
の
場
で
議
論
を
よ
ん
だ
。

　
３
２
　
あ
げ
ま
し
ょ
う
　
あ
げ
ま
し
ょ
う

若
い
年
代
に
は
こ
ち
ら
の
歌
詞
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
現
代
に
お
い
て
も
な
お
受
給
動
詞
に
お
け
る
待
遇
意
識
は
変
化
を
見
せ
て
い

る
。　

　
　
　
珊
、
「
さ
し
あ
げ
る
」
「
－
て
さ
し
あ
げ
る
」
の
史
的
変
遷

　
Ｗ
，
１
－
　
奈
良
・
平
安
時
代
の
「
さ
し
あ
げ
る
（
さ
さ
ぐ
、
さ
し
あ
ぐ
）
」

　
『
万
葉
集
』
で
は
「
さ
し
あ
げ
る
」
は
見
ら
れ
ず
、
「
さ
さ
ぐ
」
と
い
う
語
形

の
み
が
見
ら
れ
る
。

　
３
３
　
…
諸
人
の
お
び
ゆ
る
ま
で
に
さ
さ
げ
た
る
幡
の
な
び
き
は
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
二
・
一
九
九
）

　
３
４
　
父
母
も
花
に
も
が
も
や
草
枕
旅
は
行
く
と
も
捧
ご
て
行
か
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
二
十
・
四
三
二
五
）

　
３
５
　
「
（
仏
前
に
）
こ
れ
は
し
る
し
ば
か
り
捧
げ
さ
せ
た
ま
へ
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
三
）

多
く
が
「
手
に
持
ち
高
く
さ
し
挙
げ
る
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
３
４
・
３
５

は
「
献
上
す
る
」
意
を
表
し
て
い
る
。
高
く
挙
げ
て
奉
る
こ
と
か
ら
派
生
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
ま
だ
原
意
を
と
ど
め
、
敬
意
を
払

っ
て
高
く
上
に
挙
げ
て
献
上
す
る
と
い
う
動
作
を
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ｗ
、
似
　
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
さ
し
あ
げ
る
（
さ
さ
ぐ
・
さ
し
あ
ぐ
）
」

　
「
さ
さ
ぐ
」
は
前
代
と
同
じ
よ
う
な
意
味
領
域
を
示
し
な
が
ら
も
「
さ
し
あ

ぐ
（
「
さ
し
あ
げ
る
」
の
古
形
）
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
３
６
　
し
ら
旗
ざ
っ
と
さ
し
あ
げ
、
武
士
ど
も
・
　
　
（
『
平
家
物
語
』
巻
五
）

　
３
７
　
文
も
た
る
便
女
が
参
っ
て
「
五
条
大
納
言
殿
」
へ
と
て
、
さ
し
あ
げ
た

　
　
　
○

　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
巻
四
）

３
６
の
よ
う
に
「
あ
ぐ
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

３
７
で
も
前
代
の
用
例
と
同
じ
く
「
頭
上
高
く
挙
げ
る
」
と
い
う
原
意
を
と
ど
め

た
用
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
ｗ
、
閉
　
中
世
末
期
の
「
さ
し
あ
げ
る
（
さ
さ
ぐ
・
さ
し
あ
ぐ
一
」

　
『
大
蔵
虎
明
本
』
に
お
い
て
は
、
「
献
上
す
る
」
の
意
で
「
さ
さ
ぐ
」
の
語
形

の
み
が
見
ら
れ
る
。

　
３
８
　
君
の
御
寿
命
長
遠
に
御
ざ
候
や
う
に
、
橘
を
捧
け
申
さ
ん
と
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
橘
）

ｗ
、
削
　
近
世
・
近
代
の
「
さ
し
あ
げ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

　
近
世
．
近
代
に
お
い
て
、
調
査
し
た
限
り
で
は
二
・
三
例
し
か
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
近
代
で
も
「
さ
し
あ
げ
る
」
は
頻
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
３
９
　
お
れ
も
窮
屈
に
ス
ホ
ン
の
ま
ま
か
し
こ
ま
っ
て
一
盃
差
し
上
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
坊
つ
ち
や
ん
』
）

　
ｗ
、
刷
　
「
ｉ
て
さ
し
あ
げ
る
（
さ
さ
ぐ
・
さ
し
あ
ぐ
）
」

　
補
助
動
詞
「
－
て
さ
し
あ
げ
る
」
が
初
め
て
見
い
だ
せ
た
の
は
戦
後
で
あ
る
。

　
４
０
　
お
母
さ
ま
に
ご
馳
走
し
て
さ
し
あ
け
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
（
『
斜
陽
』
）

同
じ
太
宰
で
も
戦
前
の
作
品
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
さ
し
あ
ぐ
」
の
発
生
は
鎌
倉
期
で
あ
る
が
、
『
徒
然
草
』

（
二
二
段
）
に
当
時
の
言
葉
の
乱
れ
と
し
て
「
か
か
ぐ
」
が
「
か
き
あ
ぐ
」
、

「
も
た
ぐ
」
が
「
も
て
あ
ぐ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
「
さ
さ
ぐ
」
を
「
さ
し
あ
ぐ
」
の
古
形
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
奈
良
時
代
か
ら
そ
の
源
流
が
見
ら
れ
、
中
世
末
期

以
降
用
法
を
定
着
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
補
助
動
詞
の
発
生
は
戦
後
、

敬
語
（
謙
譲
）
形
を
含
め
た
全
て
の
受
給
動
詞
の
中
で
最
も
遅
い
。

　
　
　
　
ｗ
、
「
く
れ
る
」
の
史
的
変
遷

　
ｗ
、
…
　
奈
良
時
代
の
「
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
見
当
た
ら
な
い
。
奈
良
時
代
で
は
『
万
葉
集
』
し
か
調



べ
な
か
っ
た
た
め
、
状
況
の
判
断
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
学
館
『
日
本

国
語
大
辞
典
』
に
は
、
『
日
本
書
紀
　
神
代
』
の
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
４
１
　
「
汝
が
持
た
る
八
坂
墳
の
曲
玉
を
予
に
授
（
く
れ
）
よ
」

天
照
大
神
か
ら
素
菱
鳴
尊
に
対
す
る
発
話
で
あ
る
が
、
水
戸
訓
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
他
に
、
「
神
楽
歌
－
杖
」
か
ら
の
例
も
引
か
れ
て
い
る
。

　
４
２
　
「
逢
坂
を
今
朝
越
え
く
れ
ば
山
人
の
我
に
久
礼
た
る
山
杖
ぞ
こ
れ
」

「
授
」
を
「
く
る
」
と
す
る
水
戸
訓
は
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

上
代
に
既
に
「
く
れ
る
」
の
古
形
「
く
る
」
が
存
在
し
た
と
一
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
ｗ
、
似
　
平
安
時
代
の
「
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
４
３
　
こ
の
住
み
け
る
と
こ
ろ
に
人
や
り
て
宿
守
に
物
く
れ
さ
せ
て
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
中
物
語
』
）

　
４
４
　
「
…
猶
い
ぬ
か
ら
す
ど
も
に
も
く
れ
て
、
こ
め
す
へ
た
ら
ま
し
を
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
津
保
物
語
』
）

こ
れ
ら
は
与
え
る
の
意
味
で
、
話
し
手
の
視
点
は
現
代
語
「
く
れ
る
」
と
は
異

な
り
、
与
え
手
側
に
あ
り
、
現
代
語
「
や
る
」
に
相
当
す
る
語
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。

　
ｗ
、
閉
　
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
前
代
同
様
与
え
る
の
意
で
用
い
ら
れ
る
一
方
、
現
代
語
「
く
れ
る
」
に
近
づ

い
た
用
法
も
見
え
始
め
る
。

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
４
５
　
良
き
友
、
三
あ
り
。
一
に
は
、
物
く
る
、
友
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
徒
然
草
』
百
十
七
段
）

　
４
６
　
物
ぐ
さ
太
郎
是
を
み
て
、
（
略
）
「
あ
ま
た
木
の
実
を
、
箱
の
蓋
、
壇
紙

　
　
に
も
入
れ
て
、
く
れ
よ
か
し
、
馬
牛
な
ど
に
物
を
く
る
・
如
く
に
、
一
っ

　
　
に
取
り
具
し
て
く
れ
た
る
こ
と
よ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
御
伽
草
子
』
）

４
６
の
「
く
る
」
に
お
い
て
、
与
え
手
側
、
受
け
手
側
両
方
の
視
点
に
立
っ
て
授

受
関
係
を
表
現
す
る
話
し
手
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
Ｗ
，
４
）
　
中
世
末
期
以
降
の
「
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
中
世
末
期
か
ら
数
多
く
の
用
例
が
見
え
始
め
る
。
話
し
手
が
受
け
取
る
側
に

立
っ
た
表
現
で
あ
る
。

　
４
７
　
（
山
伏
↓
茶
屋
）
一
茶
や
、
ち
や
を
く
れ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
葱
山
伏
）

　
４
８
　
（
祖
父
↓
孫
）
一
は
や
う
っ
れ
て
い
て
、
其
水
を
く
れ
て
わ
か
う
な
ひ
て

　
　
く
れ
さ
し
め
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
薬
水
）

こ
れ
ら
の
「
く
れ
る
」
に
お
い
て
は
、
前
時
代
ま
で
に
見
ら
れ
た
、
受
け
手
が

与
え
手
よ
り
も
目
下
で
あ
る
と
い
う
制
約
が
な
く
な
り
、
中
立
的
な
用
法
が
定

着
し
た
と
、
古
川
（
一
九
九
五
）
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
話
し
手
の
待
遇
意

識
及
び
視
点
の
変
化
に
っ
い
て
は
「
く
れ
る
」
の
変
遷
を
一
通
り
見
た
う
え
で

考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
近
世
以
降
、
現
代
語
「
く
れ
る
」
と
同

じ
用
法
で
頻
用
さ
れ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
ｗ
、
旧
　
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
「
－
て
く
れ
る
（
－
て
く
る
）
」

　
行
為
の
授
受
関
係
を
表
現
す
る
補
助
動
詞
「
－
て
く
れ
る
（
く
る
）
」
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

　
ｗ
、
側
　
室
町
時
代
の
「
－
て
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
４
９
　
「
何
時
の
こ
ろ
返
事
を
と
り
て
く
れ
ん
ず
る
ぞ
」
　
（
『
義
経
記
』
巻
一
）

　
５
０
　
子
陵
ハ
我
ヲ
タ
ス
ケ
テ
天
下
を
治
メ
テ
ク
レ
イ
カ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
中
華
若
木
詩
抄
』
中
）

話
し
手
に
対
し
て
あ
る
行
為
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
用
法
が
見
え
始
め
る
。

　
ｗ
、
…
　
中
世
末
期
の
「
－
て
く
れ
る
（
く
る
）
」

　
現
代
語
と
同
じ
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
、

受
け
手
に
非
好
意
的
な
行
為
を
す
る
意
の
用
法
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
５
１
　
お
の
れ
祈
り
こ
ろ
ひ
て
く
れ
う
が
、
…
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
蟹
山
伏
）

　
５
２
　
い
て
く
れ
う
ぞ
鶉
よ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
鶉
舞
）

　
ｗ
、
榊
　
近
世
・
近
代
の
「
－
て
く
れ
る
（
く
る
）
」

近
世
の
用
例
は
数
が
多
く
、
用
法
が
定
着
す
る
が
、
と
り
わ
け
依
頼
文
に
お

い
て
頻
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、
特
色
で
あ
る
。

　
５
３
　
何
と
し
た
こ
と
か
。
あ
と
損
し
た
る
か
、
見
て
く
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
）

　
５
４
　
ス
ウ
プ
ヘ
み
り
ん
と
醤
油
を
お
と
し
て
よ
く
煮
て
く
ん
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
安
愚
楽
鍋
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

　
以
上
、
「
く
れ
る
」
は
史
的
変
遷
の
中
で
与
え
る
側
か
ら
受
け
取
る
側
へ
の

話
し
手
の
視
点
の
移
動
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
も

う
一
っ
注
目
す
べ
き
は
、
奈
良
・
平
安
時
代
で
は
、
「
ー
ガ
…
二
く
れ
る
（
く

る
）
」
と
い
う
構
文
に
お
い
て
、
二
格
に
は
、
人
称
上
の
制
約
が
見
ら
れ
な
い

点
で
あ
る
。
４
３
・
４
４
の
例
の
よ
う
に
与
え
手
が
話
し
手
自
身
で
二
格
に
受
け
手

が
く
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
鎌
倉
期
以
降
、
二
格
に
は
、
授
受
関
係

に
あ
る
両
者
で
一
人
称
側
の
人
物
を
お
く
と
い
う
制
限
が
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。

話
し
手
に
と
っ
て
、
一
人
称
側
か
否
か
、
つ
ま
り
、
日
本
人
の
自
分
対
相
手
と

い
う
ウ
チ
と
ソ
ト
の
区
別
意
識
の
高
ま
り
を
こ
の
語
の
史
的
変
遷
が
反
映
し
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
Ｗ
、
「
く
だ
さ
る
」
「
－
て
く
だ
さ
る
」
の
史
的
変
遷

　
旧
、
…
　
奈
良
・
平
安
時
代
の
「
く
だ
さ
る
」

　
両
時
代
を
通
し
て
、
授
受
関
係
を
表
現
す
る
「
く
だ
さ
る
」
は
見
ら
れ
な
い
。

　
旧
、
似
　
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
く
だ
さ
る
」

　
こ
の
時
代
か
ら
「
く
だ
さ
る
」
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
一
語
と
は
認
め
が

た
く
、
「
下
す
」
十
尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」
ま
た
は
、
受
け
身
の
助
動
詞
「
る
」

と
解
せ
る
。

　
５
５
　
法
皇
（
略
）
西
國
へ
院
宣
を
く
だ
さ
れ
る
。
　
　
（
『
平
家
物
語
』
五
）

　
５
６
　
（
宮
ハ
）
一
首
の
御
詠
を
あ
そ
ば
ひ
て
く
だ
さ
れ
り
。
（
宮
が
歌
を
詠
ま



　
　
れ
た
あ
と
）
経
正
、
御
硯
を
く
だ
さ
れ
て
…
（
今
度
は
経
正
が
一
首
詠

　
　
む
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
七
）

５
６
は
現
代
語
の
「
い
た
だ
く
」
の
意
に
解
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ｍ
、
側
　
中
世
末
期
以
降
の
「
く
だ
さ
る
」

　
５
７
　
私
に
下
さ
る
・
も
の
じ
や
と
ぞ
ん
じ
た
れ
ば
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
荘
々
頭
）

　
５
８
　
食
を
求
め
ぬ
は
御
ざ
な
い
程
に
、
斎
の
方
へ
ま
い
っ
て
、
と
き
を
く
だ

　
　
さ
れ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
東
西
迷
）

　
５
９
　
お
手
で
く
だ
さ
い
ま
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
浮
世
床
』
）

５
８
も
「
い
た
だ
く
」
の
意
で
あ
る
が
、
近
世
以
降
は
見
ら
れ
ず
、
現
代
語
「
く

だ
さ
る
」
の
用
法
を
固
定
し
て
い
く
。

　
ｍ
、
岬
　
奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
「
ド
て
く
だ
さ
る
」

　
行
為
の
授
受
関
係
を
表
す
「
－
て
く
だ
さ
る
」
の
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。

　
”
、
旧
　
中
世
末
期
以
降
の
「
－
て
く
だ
さ
る
」

　
６
０
　
さ
い
か
く
な
人
じ
ゃ
に
よ
っ
て
、
こ
の
や
う
な
分
別
し
て
く
だ
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
引
敷
知
耳
）

　
６
１
　
い
か
や
う
に
（
略
）
、
お
し
へ
て
く
だ
さ
れ
ひ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
薩
摩
守
）

『
大
蔵
虎
明
本
』
で
初
め
て
現
代
語
と
同
じ
用
法
・
用
例
が
登
場
す
る
。
近
世

以
降
、
「
－
て
く
れ
」
と
同
じ
く
、
と
り
わ
け
依
頼
文
に
頻
用
さ
れ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

６
２
　
味
を
ば
へ
・
の
味
に
な
さ
れ
て
く
だ
さ
れ
よ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
）

「
く
だ
さ
る
」
は
普
通
体
「
く
れ
る
」
よ
り
、
六
世
紀
、
「
－
て
く
だ
さ
る
」

は
「
－
て
く
れ
る
」
よ
り
、
一
世
紀
ほ
ど
遅
れ
て
、
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。

中
世
ご
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
始
め
、
近
世
か
ら
急
速
に
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

皿
、
「
も
ら
う
」
・
「
；
て
も
ら
う
」

の
史
的
変
遷

皿
、
…
　
奈
良
・
平
安
時
代
の
「
も
ら
う
」

こ
の
時
代
に
は
、
授
受
関
係
を
表
現
す
る
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。

皿
、
似
　
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
も
ら
う
」

調
査
し
た
文
献
の
中
で
『
平
家
物
語
』
に
二
例
の
み
見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
６
３
　
片
手
に
は
あ
ら
め
を
ひ
ろ
ひ
も
ち
、
片
手
に
は
綱
人
に
魚
を
も
ろ
ふ
て

　
　
も
ち
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
三
）

　
６
４
　
磯
に
出
て
網
人
、
釣
り
人
に
、
手
を
す
り
、
ひ
ざ
を
か
が
め
て
、
魚
を

　
　
も
ら
ひ
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
家
物
語
』
三
）

こ
の
場
面
で
は
落
ち
ぶ
れ
果
て
た
人
物
は
読
み
手
に
は
ま
だ
俊
寛
と
は
分
か
ら

な
い
。
彼
の
他
の
動
作
に
つ
い
て
も
敬
語
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
物
語
の
効
果

を
高
め
る
た
め
に
も
身
分
関
係
を
示
さ
な
い
「
も
ら
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
身
分
関
係
か
ら
い
う
と
俊
寛
が
網
人
よ
り
目
上
に
な
る
が
、
網
人
か
ら
魚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
命
を
つ
な
い
で
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
授

受
に
対
す
る
恩
恵
的
な
配
慮
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
物

の
授
受
に
「
も
ら
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
語
が
絶
対

的
な
身
分
関
係
の
意
識
を
持
っ
て
使
わ
れ
る
語
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

　
皿
、
側
　
中
世
末
期
以
降
の
「
も
ら
う
」

　
６
５
　
お
も
し
ろ
お
か
し
う
申
し
て
一
や
の
隙
を
も
ら
ふ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
座
禅
）

　
６
６
　
独
り
む
す
め
を
も
た
れ
て
人
か
ら
も
ら
へ
ど
も
や
ら
ひ
で
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
奏
の
目
）

　
６
７
　
祖
母
さ
ん
が
仕
舞
っ
て
置
く
金
時
計
を
貰
っ
て
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
た
け
く
ら
べ
－
）

「
も
ら
う
」
は
中
世
末
期
か
ら
「
暇
」
と
い
う
具
象
物
で
な
い
も
の
の
授
受
を

も
表
し
、
用
法
を
拡
大
し
て
、
以
後
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
く
。

　
以
上
の
よ
う
に
「
も
ら
う
」
は
、
発
生
は
鎌
倉
期
で
受
給
動
詞
の
普
通
体
の

中
で
最
も
遅
い
が
、
中
世
に
急
速
に
発
達
し
、
末
期
に
は
他
の
受
給
動
詞
と
同

じ
よ
う
に
用
法
を
拡
大
し
、
定
着
し
て
い
く
。
こ
れ
は
待
遇
意
識
と
関
係
が
深

い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
も
ら
う
」
の
発
生
し
た
中
世
は
身
分
の
上
下
を
軸
と
し

た
古
代
の
絶
対
敬
語
か
ら
場
面
に
左
右
さ
れ
る
相
対
敬
語
へ
と
移
り
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
敬
語
史
の
大
き
な
転
換
期
で
も
あ
る
。
そ
の
時
期
に
「
も
ら
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

の
発
生
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
も
ら
う
」
が
使
用
場
面
に
強
く
依
存
す
る
と

い
う
性
格
を
持
つ
語
で
あ
り
、
話
し
手
が
受
け
手
を
身
分
の
上
下
意
識
で
捉
え

て
い
た
の
が
、
恩
恵
関
係
で
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
表
す
語

で
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

　
皿
、
岬
　
奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
「
－
て
も
ら
う
」

　
こ
れ
ら
の
時
代
を
通
し
て
ま
だ
行
為
の
授
受
関
係
を
表
現
す
る
「
－
て
も
ら

う
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

　
皿
、
旧
　
中
世
末
期
の
「
－
て
も
ら
う
」

　
６
８
　
此
か
け
物
も
ろ
く
に
か
け
て
も
ら
ひ
た
い
。
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
契
木
）

　
６
９
　
仏
師
と
談
合
い
た
し
、
よ
さ
さ
う
な
お
仏
を
つ
く
つ
て
も
ら
は
ふ
と
存

　
　
ず
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
仏
師
）

　
こ
の
よ
う
に
、
「
－
て
も
ら
う
」
は
中
世
末
期
近
く
に
発
生
し
た
と
思
わ
れ

る
が
『
大
蔵
虎
明
本
』
で
既
に
、
現
代
と
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
発
達
過
程

が
他
に
比
べ
非
常
に
早
い
と
思
わ
れ
、
近
世
以
降
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
Ｘ
、
「
い
た
だ
く
」
「
－
て
い
た
だ
く
」
の
史
的
変
遷

　
Ｘ
、
…
　
奈
良
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
「
い
た
だ
く
」

現
代
語
「
い
た
だ
く
」
の
よ
う
な
授
受
関
係
を
表
現
す
る
用
法
は
見
ら
れ
な

い
。　

７
０
　
母
刀
自
も
玉
に
も
が
も
や
頂
き
て
角
髪
の
な
か
に
あ
へ
ま
か
ま
く
も



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
二
十
・
四
三
七
七
）

　
７
１
　
・
家
の
子
と
選
び
給
ひ
て
勅
旨
頂
き
持
ち
て
唐
の
遠
き
境
に
遣
わ
さ
れ

　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
五
・
八
九
四
）

　
７
２
　
と
し
九
十
ば
か
り
に
て
、
ゆ
き
を
い
た
、
・
き
た
る
や
う
な
る
翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
宇
津
保
物
語
』
）

　
７
０
の
よ
う
に
頭
の
上
に
載
せ
る
意
や
、
７
１
の
よ
う
に
奉
載
す
る
、
あ
り
が
た

く
頭
上
に
載
せ
て
頂
く
と
い
う
、
実
際
の
動
作
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

　
Ｘ
，
２
－
　
中
世
末
期
以
降
の
「
い
た
だ
く
」

　
用
例
の
多
く
が
「
頭
の
上
に
載
せ
る
」
意
で
あ
る
が
、

　
７
３
　
安
堵
の
御
教
書
を
い
た
だ
き
、
本
国
へ
ま
か
り
く
だ
る
か
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
大
蔵
虎
明
本
』
養
の
目
）

こ
の
例
は
頭
上
に
と
い
う
動
作
を
必
ず
し
も
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
有
り
難
く

い
た
だ
く
と
解
せ
る
。
近
世
以
降
、
現
代
と
同
じ
意
味
で
頻
用
さ
れ
始
め
る
。

　
７
４
　
こ
れ
は
母
さ
ん
が
（
略
）
い
た
だ
い
た
の
だ
と
さ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
た
け
く
ら
べ
』
）

　
Ｘ
，
３
－
　
奈
良
時
代
か
ら
近
世
の
「
－
て
い
た
だ
く
」

　
こ
れ
ら
の
時
代
を
通
し
て
補
助
動
詞
「
－
て
い
た
だ
く
」
は
見
ら
れ
な
い
。

　
Ｘ
、
岬
　
近
代
の
「
－
て
い
た
だ
く
」

　
明
治
中
期
に
な
っ
て
現
代
語
「
ｉ
て
い
た
だ
く
」
の
用
法
が
見
ら
れ
る
。

　
７
５
　
巡
査
さ
ま
に
み
て
頂
か
ば
、
我
々
も
安
心
。
　
　
　
（
『
た
け
く
ら
べ
』
）

　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

　
７
６
　
「
：
そ
の
積
も
り
で
勉
強
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
」
　
（
『
坊
っ
ち
や
ん
』
）

　
授
受
を
表
現
す
る
「
い
た
だ
く
」
は
普
通
体
「
も
ら
う
」
の
発
生
が
遅
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
調
査
し
た
本
動
詞
の
中
で
最
も
遅
く
発
生
し
た
語
で
あ
っ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
「
く
だ
さ
る
」
が
い
た
だ
く
の
意
味
も
表
現
し
て
い
た
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

皿
、
ま
と
め

　
以
上
、
受
給
動
詞
の
発
生
及
び
機
能
の
変
遷
に
っ
い
て
概
観
し
、
大
ま
か
な

が
ら
図
に
ま
と
め
た
。
そ
の
結
果
、
受
給
動
詞
の
発
達
時
期
と
絶
対
敬
語
か
ら

相
対
敬
語
へ
の
敬
語
意
識
の
転
換
期
が
同
じ
中
世
期
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い

事
実
が
判
明
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
相
対
的
な
敬
語
意
識
の
高
ま
り
の
中
で

人
々
が
身
分
の
上
下
を
第
一
に
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、
恩
恵
意
識
に
よ
っ
て

個
別
の
場
面
の
中
で
事
柄
自
体
の
表
現
の
選
択
を
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
、

受
給
動
詞
の
頻
用
を
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
待
遇
意
識
の
変
化
が
著
し

い
中
世
末
期
に
発
生
し
た
「
も
ら
う
」
は
受
給
動
詞
の
中
で
も
最
も
相
対
的
な

語
、
つ
ま
り
場
面
や
、
話
し
手
の
事
柄
の
捉
え
方
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
性
格

を
有
す
る
語
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
一
つ
受
給
動

詞
に
は
数
の
問
題
が
残
る
。
「
や
る
」
の
謙
譲
語
が
「
あ
げ
る
」
「
さ
し
あ
げ

る
」
と
二
語
存
在
す
る
こ
と
に
っ
い
て
少
し
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。
与
え
手
が

受
け
手
の
た
め
に
物
を
贈
っ
た
り
、
行
為
を
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
は
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
　
「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」

と
し
て
上
か
ら
見
下
し
た
、
あ
る
い
は
押
し
付
け
的
な
横
柄
な
印
象
を
受
け
手

に
与
え
や
す
い
。
そ
こ
で
与
え
手
は
表
現
上
だ
け
で
も
白
身
を
謙
ら
せ
て
、
受

け
手
以
下
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
表
現
を
と
る
必
要
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
・

そ
の
た
め
に
、
普
通
体
の
「
や
る
」
は
避
け
ら
れ
、
「
あ
げ
る
」
が
丁
寧
語
と

し
て
、
「
や
る
」
的
に
用
い
ら
れ
、
元
の
「
あ
げ
る
」
の
位
置
に
「
さ
し
あ
げ

る
」
が
収
ま
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
際
の
授

受
場
面
で
は
、
「
さ
し
あ
げ
る
」
の
代
わ
り
に
「
ど
う
ぞ
」
な
ど
の
表
現
が
と

ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
代
替
表
現
を
も
含
め
て
話
し
手
の
待
遇
意
識

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

《
受
給
動
詞
・
受
給
補
助
動
詞
の
発
生
状
況
》

Ｃ
　
　
　
　
　
Ｃ
　
　
　
　
Ｃ
　
　
　
　
Ｃ

７
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

Ｃ

１

８
　
　
　
　
　
２
　
　
　
　
　
７
　
　
　
　
１
■
　
　
　
　
　
　
　
１
－
一

９
１

０
２

や
る

あ
げ
る

さ
し
あ
げ
る

く
れ
る

く
だ
さ
る

も
ら
・
つ

い
た
だ
く

－
て
や
る

－
て
あ
げ
る

－
て
さ
し
あ
げ
る

；
て
く
れ
る

－
て
く
だ
さ
る

－
て
も
ら
う

－
て
い
た
だ
く

八
六

調
査
資
料

〈
奈
良
時
代
〉

　
『
万
葉
集
」
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

〈
平
安
時
代
〉

　
『
土
佐
日
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
平
中
物
語
』
（
曽
田
文
雄
『
平
中
物
語
研
究
と
索
引
』
　
渓
水
社
）

　
『
字
津
保
物
語
』
（
『
宇
津
保
物
語
本
文
と
索
引
』
　
笠
問
書
院
）

　
『
落
窪
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
「
枕
草
子
－
（
和
泉
音
院
）

　
－
源
氏
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
更
級
日
記
』
（
『
御
物
本
更
級
日
記
総
索
引
本
文
編
』
　
武
蔵
野
書
院
）

〈
鎌
倉
時
代
〉

　
『
宇
治
拾
迫
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
平
家
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
徒
然
草
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

〈
室
町
時
代
〉

　
「
義
経
記
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
御
伽
草
子
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
天
草
版
平
家
物
語
』
（
『
天
草
版
平
家
物
語
物
語
対
照
本
文
及
び
総
索
引
本
文
篇
』

　
明
治
書
院
）

〈
中
世
末
期
〉

　
『
大
蔵
虎
明
本
』
（
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
　
表
現
社
）

〈
近
世
〉

　
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
　
岩
波
書
店
）

　
『
近
世
文
学
総
索
引
近
松
門
左
衛
門
』
（
全
七
巻
　
教
育
社
）

『
浮
世
床
』
（
日
本
文
学
全
集
　
小
学
館
）



〈
近
代
・
現
代
〉

　
『
牛
店
雑
談
安
愚
楽
鍋
』
（
秀
英
出
版
）

　
『
た
け
く
ら
べ
』
（
『
た
け
く
ら
べ
総
索
引
』
　
笠
間
書
院
）

　
『
作
家
用
語
索
引
夏
目
漱
石
』
（
全
一
四
巻
　
教
育
杜
）

　
『
作
家
用
語
索
引
志
賀
直
哉
』
一
全
五
巻
　
教
育
社
）

　
『
作
家
用
語
索
引
太
宰
治
－
（
全
六
巻
　
教
育
社
）

　
『
谷
崎
潤
一
郎
集
』
（
全
二
巻
　
現
代
日
本
文
学
大
系
　
筑
摩
書
房
）

注¢　
授
受
動
詞
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
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