
は
じ
め
に

１
〈
ト
ガ
キ

ミ
カ
リ
も
お
土
産
を
渡
す
。
受
け
取
る
由
太
。

（
夏
）

２

私
が
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
に
頂
い
た
ん
で
す
も
の
。
（
千
）

３

や
さ
し
く
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。

（
ふ
）

４

旭
川
発
東
京（
の
チ
ケ
ッ
ト
で
す
）、
お
確
か
め
下
さ
い
。

（
日
）

５
（
タ
マ
ネ
ギ
は
）よ
く
も
ん
で
あ
げ
る
と
い
い
ん
で
す
よ
。

（
キ
）

６

う
ち
は（
商
売
は
）良
心
的
に
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

（
大
）

物
の
授
受
関
係
を
表
す
際
は
、
通
常
１
の
よ
う
な
表
現
よ
り
も
２
の
よ
う
に

受
給
動
詞
を
用
い
て
、
そ
の
際
生
じ
る
恩
恵
の
授
受
を
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。

受
給
動
詞
に
は
「
や
る
・
く
れ
る
・
も
ら
う
」
の
三
語
が
あ
り
、
各
々
敬
語

（
謙
譲
）体
、「
あ
げ
る
・
さ
し
あ
げ
る
・
く
だ
さ
る
・
い
た
だ
く
」
が
存
在
し
、

三
系
列
七
語
の
体
系
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
３
の
よ
う
に
行
為
の
授
受
関
係
を
表

す
際
に
は
、
補
助
動
詞
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
。
そ
の
補
助
動
詞
は
明
確
な
授
受

関
係
を
持
た
な
い
４

６
の
よ
う
な
場
面
で
も
用
い
ら
れ
、
話
し
手
の
品
位
保

持
、
或
い
は
聞
き
手
に
対
す
る
一
種
の
待
遇
表
現
な
ど
、〈
行
為

の
恩
恵
表

現
と
い
う
本
来
の
用
法
か
ら
の
拡
大
を
見
せ
て
い
る
。
宮
地
氏
は
こ
の
よ
う
な

受
給
動
詞
の
頻
用
状
況
に
現
代
敬
語
の
特
徴
を
認
め
、
古
代
敬
語
か
ら
現
代
敬

語
の
つ
ま
り
絶
対
敬
語
か
ら
相
対
的
社
交
敬
語
意
識
・
場
面
的
受
恵
敬
語
意
識

の
推
移
の
中
に
受
給
動
詞
の
発
達
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
氏
の
指
摘
に
基
づ

き
、
拙
稿（
一
九
九
六
）（
二
〇
〇
〇
）で
は
待
遇
表
現
の
体
系
化
を
目
的
と
し
、

受
給
動
詞
と
敬
語
と
の
接
点
を
探
る
べ
く
史
的
観
点
か
ら
の
各
語
の
使
用
状
況

及
び
待
遇
表
現
性
の
考
察
を
試
み
た
。
本
稿
で
は
そ
の
史
的
背
景
を
踏
ま
え
、

現
代
に
お
け
る
各
語
の
使
用
実
態
を
調
査
し
、
使
用
状
況
を
把
握
し
た
上
で
各

語
の
持
つ
性
格
・
そ
の
待
遇
表
現
性
の
考
察
も
併
せ
て
試
み
た
い
。

な
お
、
受
給
動
詞
に
つ
い
て
は
、
格
の
問
題
な
ど
構
文
上
か
ら
の
研
究
も
多

宇
治
拾
遺
物
語
の
語
彙
と
文
体

二
〇

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

｜
受
給
動
詞
の
使
用
状
況
と
話
し
手
の
心
的
態
度
の
考
察
｜

米

澤

昌

子



い
が
、
本
稿
は
文
法
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
専
ら
話
し
手
の
心
理

面
に
考
察
の
中
心
を
お
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

調
査
資
料

受
給
動
詞
で
は
、
話
し
手
が
与
え
手
の
立
場
に
立
つ
か
、
受
け
手
の
立
場
に

立
つ
か
と
い
う
「
話
し
手
の
立
場
」
と
共
に
、
今
一
つ
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
の
が
「
話
し
手
の
関
与
」
の
内
包
で
あ
る
。
話
し
手
の
主
観
の
受
給
動
詞
運

用
上
へ
の
影
響
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
主
観
と
は
話
し
手
の
〈
行
為

に
対
す

る
心
理
面
で
の
受
け
止
め
方
で
あ
り
、
そ
の
受
け
止
め
方
に
よ
り
〈
行
為

ひ

い
て
は
そ
の
〈
行
為

の
当
事
者
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
見
せ
る
か
と
い
う
話

し
手
の
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
た
め
受
給
動
詞
は
、

話
し
手
の
主
観
を
抑
え
、
客
観
性
を
旨
と
す
る
新
聞
記
事
等
で
の
使
用
は
少
な

く
、
会
話
中
の
使
用
が
多
い
。
そ
こ
で
調
査
対
象
と
し
て
、
以
下
の
会
話
資
料

を
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

月
刊
「
シ
ナ
リ
オ
」
記
載
の

作
品

（
日
）お
日
柄
も
よ
く
ご
愁
傷
さ
ま
﹇
一
九
九
六
・
六
﹈

（
流
）流
れ
板
七
人
﹇
一
九
九
七
・
一
﹈

（
私
）私
た
ち
が
好
き
だ
っ
た
こ
と
﹇
一
九
九
七
・
一
一
﹈

（
大
）大
安
に
仏
滅
﹇
一
九
九
八
・
四
﹈

（
風
）風
の
歌
が
聴
き
た
い﹇
一
九
九
八
九
﹈
（
春
）あ
、
春﹇
一
九
九
九
一
﹈

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
一

（
の
）の
ど
自
慢
﹇
一
九
九
九
・
二
﹈

（
鉄
）鉄
道
員
﹇
一
九
九
九
・
七
﹈

（
夏
）あ
の
、
夏
の
日
﹇
一
九
九
九
・
八
﹈

（
サ
）サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
太
郎
﹇
一
九
九
九
・
一
二
﹈

（
求
）求
婚
﹇
一
九
五
二
・
八
﹈

（
千
）千
羽
鶴
﹇
一
九
五
二
・
一
〇
﹈

そ
の
他
の
シ
ナ
リ
オ
作
品
等（
ハ
ー
ド
ブ
ッ
ク
タ
イ
プ
な
ど
）

（
ふ
）『
ふ
ぞ
ろ
い
の
林
檎
た
ち
』﹇
一
九
八
八
／
大
和
書
房
）

（
青
）『
青
春
家
族
』﹇
一
九
九
二
／

﹈

（
渡
）『
渡
る
世
間
は
鬼
ば
か
り
』﹇
一
九
九
四
／
ラ
イ
ン
ブ
ッ
ク
ス
﹈

「
毎
日
新
聞
」
二
〇
〇
〇
年
六
月
一
二
日

六
月
二
六
日（
料
理
欄
・
読
者

投
稿
欄
・
広
告
欄
）

会
話
資
料
に
お
け
る
受
給
動
詞
を
用
い
た
待
遇
表
現

（

）
受
給
動
詞
の
様
相
｜
用
例
数
｜

作
品
中
の
受
給
動
詞
の
使
用
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
受
給
動
詞
体
系

が
ほ
ぼ
成
立
し
た
と
言
え
る
室
町
末
期
の
調
査
で
は
恩
恵
意
識
で
の
〈
行
為

の
把
握
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
ま
だ
本
動
詞
と
補
助
動
詞
の
用
例
数
が
接
近
し

て
い
た
。
本
調
査
で
は
、
圧
倒
的
に
補
助
動
詞
の
用
例
数
が
多
い
。
繰
り
返
し

述
べ
る
が
、「
恩
恵
表
現
」
と
も
呼
ば
れ
る
受
給
動
詞
の
特
徴
の
一
つ
は
、
話

し
手
の
主
観
の
強
さ
、
つ
ま
り
話
題
と
す
る
〈
行
為

を
自
身
の
利
益
と
関
係

付
け
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
り
も
、



補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
方
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
補
助
動
詞
と
し
て
の

用
法
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
会
話
時
に
お
い
て
話
し
手
は
受
給
動
詞
を
敬
語

と
同
じ
く
待
遇
表
現
と
し
て
頻
用
す
る
こ
と
が
数
字
的
に
も
確
認
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

（

）
各
受
給
動
詞
の
使
用
状
況
と
性
格

用
例
数
を
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
話
し
手
の
立
場
な
ど
の
人
間
関
係
と
い
っ

た
外
的
要
因
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
各
受
給
動
詞
の
使
用
状
況
を
話
し
手
の
心

的
部
分
に
注
目
し
、
そ
の
待
遇
表
現
性
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

﹇
や
る
﹈

一
、
話
し
手
は
ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
あ
る
。

作
品
中
の
用
例
数
は

あ
り
、

う
ち
男
性
の
発
話
に
よ
る
も
の
が

、
女
性
が

、
ト
ガ
キ
が

で
あ
っ
た
。

二
、
聞
き
手

受
け
手
の
場
合
の
相
手
は
男
友
達
、
幼
い
子
供
、
動
物
に
ほ
と

ん
ど
限
ら
れ
る
。（
女
性
が
受
け
手
で
あ
る
場
合
は
娘
ぐ
ら
い
で
あ
る
）

７
﹇

見
ず
知
ら
ず
の
子
供
﹈
よ
し
、
送
っ
て
や
る
か
ら
な
。
（
鉄
）

三
、
聞
き
手

受
け
手
の
場
合
で
も
、
夫

妻
、
親

子
、
兄

妹
、
友
人

友
人
な
ど
親
し
い
間
柄
で
の
発
話
と
な
り
〈
行
為

の
当
事
者
は
話
し
手
の

家
族
や
恋
人
の
み
で
あ
る
。

８
﹇

娘
﹈
明
彦
君
を
た
て
て
や
れ
と
言
っ
て
る
ん
だ
。

（
大
）

四
、
女
性
の
発
話
で
は
、
間
接
話
法
中
や
聞
き
手
が
受
け
手
で
な
い
場
合
か
つ

受
け
手
が
幼
い
子
供
や
話
し
手
の
身
内
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

９
﹇

夫
﹈
遊
ち
ゃ
ん
に
編
み
直
し
て
や
ろ
う
か
と
思
っ
て

（
渡
）

五
、
受
け
手
に
と
っ
て
価
値
あ
る
行
為
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
場
面
で
の
使

用
が
見
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
話
し
手
の
怒
り
や
強
い
意
志

表
明
と
い
う
積
極
的
な
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
二

や
る

も
ら
う

て
も
ら
う

い
た
だ
く

て
さ
し
あ
げ
る

く
れ
る

て
く
れ
る

く
だ
さ
る

て
く
だ
さ
る

て
や
る

あ
げ
る

て
あ
げ
る

さ
し
あ
げ
る

て
い
た
だ
く

（日）

（流）

（私）

（大）

（風）

（春）

（の）

（鉄）

（夏）

（サ）

（千）

（求）

（ふ）

（青）

（渡）



﹇

初
対
面
﹈
残
ら
ず
、
東
京
か
ら
叩
き
出
し
て
や
る

（
流
）

﹇

夫
﹈
よ
っ
ぽ
ど（
娘
は
）佐
久
先
生
と
約
束
し
て
ま
す
っ
て
言
っ
て
や

ろ
う
と
思
っ
た
け
ど
、
相
手
に
す
る
の
も
馬
鹿
馬
鹿
し
い
か
ら

（
渡
）

話
し
手
が
与
え
手
の
立
場
を
と
る
た
め
、
相
手
へ
に
お
仕
着
せ
が
ま
し
い
感

じ
を
与
え
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め「
や
る
」の
使
用
場
面
が
限
ら
れ
て
い
る
。

﹇
あ
げ
る
﹈

一
、
話
し
手
は
専
ら
女
性
で
あ
る
。
男
性
の
「
あ
げ
る
」
の
使
用
は
女
性
の

「
や
る
」
の
使
用
よ
り
も
避
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

﹇

子
﹈母
さ
ん
、足
腰
立
つ
う
ち
は
何
で
も
し
て
あ
げ
る
わ
よ
。
（
渡
）

二
、「
や
る
」
の
用
法
三
に
見
ら
れ
た
用
法
と
同
じ
傾
向
を
示
す
。

﹇

妹
﹈
私
は
母
さ
ん
に
は
何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
の
。

（
渡
）

﹇

母
﹈（
父
の
）そ
ば
に
つ
い
て
あ
げ
て
。
（
サ
）

本
来
「
あ
げ
る
」
は
「
や
る
」
の
謙
譲
語
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、

で
は
目
上
で
あ
る
親
が
子
供
に
対
し「
あ
げ
る
」を
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な「
あ
げ
る
」の
丁
寧
語
化
は
戦
後
以
降
目
立
ち
、
問
題
視
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。（
丁
寧
語
化
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）

﹇
さ
し
あ
げ
る
﹈

調
査
中
の
用
例
数
は
極
め
て
少
な
く
、
な
お
補
助
動
詞
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

待
遇
表
現
と
し
て
の
使
用
は
や
や
不
活
発
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ

も
受
給
動
詞
「
さ
し
あ
げ
る
」
の
発
生
期
は
遅
く
、
補
助
動
詞
に
至
っ
て
は

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
三

拙
稿（
一
九
九
六
）で
は
、
戦
後
の
作
品
に
よ
う
や
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

お
母
さ
ん
に
ご
馳
走
し
て
差
し
上
げ
よ
う
。

（『
斜
陽
』）

こ
こ
で
「
や
る
」
系
の
三
語
に
共
通
す
る
特
徴
を
ま
と
め
な
が
ら
、
併
せ
て

「
あ
げ
る
」
の
丁
寧
語
化
傾
向
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、「
や
る
」

は
相
手
に
恩
恵
を
施
す
場
面
で
使
用
す
る
た
め
、
そ
の
使
用
は
「
お
前
の
た
め

に
私
が
わ
ざ
わ
ざ
行
う
の
だ
」
と
い
っ
た
自
己
尊
大
的
な
響
き
を
伴
う
。
話
し

手
は
恩
恵
授
与
宣
言
と
も
言
え
る
「
や
る
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
、
心
的

部
分
で
自
身
の
ぞ
ん
ざ
い
さ
に
憚
り
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
本
来
「
や
る
」
を
用

い
る
の
が
適
切
な
場
面
で
、
一
段
階
敬
意
の
高
い
「
あ
げ
る
」
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
、
み
か
け
上
の
ぞ
ん
ざ
い
さ
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
意
識
を
も
と
に
し
た
用
法
が
「
あ
げ
る
」
の
丁
寧
語

化
の
発
端
で
あ
た
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
化
し
た
場
合
、
目
下
の

も
の
な
ど
へ
の
使
用
や
、
ぞ
ん
ざ
い
な
響
き
を
よ
り
嫌
う
女
性
に
お
い
て
の
使

用
が
目
に
つ
き
丁
寧
語
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
ろ
恩
恵
の
与
え
手
側
か
ら
の
表
現
で
あ
る
以
上
、「
あ
げ
る
」
或
い
は
、

「
あ
げ
る
」
よ
り
は
謙
譲
語
と
し
て
の
性
格
を
保
っ
て
い
る
「
さ
し
あ
げ
る
」

を
用
い
る
に
し
ろ
、
与
え
手
側
の
恩
恵
授
与
宣
言
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
の
た

め
、
受
け
手
に
対
し
て
、
丁
寧
さ
や
礼
儀
を
重
ん
じ
る
場
面
で
は
受
給
動
詞
の

使
用
は
見
ら
れ
ず
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

﹇

婿
の
父
﹈
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
。

（
春
）



﹇

恋
人
﹈
代
わ
ろ
う
か
。

（
私
）

﹇
く
れ
る
﹈

一
、
親
し
い
間
柄
で
行
為
に
対
す
る
感
謝
を
意
図
し
、
積
極
的
に
使
用
さ
れ
る
。

﹇

友
達
﹈
こ
う
や
っ
て
呼
び
出
し
て
く
れ
て
、
嬉
し
い
わ
。（
ふ
）

二
、
依
頼
形
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
男
性
の
発
話
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

﹇

妻
﹈
瞳
を
呼
ん
で
く
れ
。

（
日
）

三
、
女
性
が
使
用
す
る
依
頼
形
の
語
は
「
く
れ
な
い
？
・
く
れ
る
？
」
ぐ
ら
い

で
、
用
例
数
の
少
な
さ
に
繋
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
不
特
定
の
相
手
に
命

に
関
わ
る
助
け
を
求
め
る
際
に
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
男
性
と
女
性
で
は
表

現
に
異
な
り
が
見
ら
れ
る
。

﹇
男
﹈
誰
か
、
誰
か
、
助
け
て
く
れ
。
（
サ
）

﹇
女
﹈
マ
サ
ト
ー
ッ
。
誰
か
助
け
て
。
（
サ
）

四
、
無
生
物
を
与
え
手
と
す
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
与
え
手
が
無
生
物

で
あ
る
よ
う
な
用
法
は
「
も
ら
う
」
で
は
見
ら
れ
な
い
。

﹇

恋
人
﹈
私
が
殺
し
た
子
供
の
こ
と
も
時
が
解
決
し
て
く
れ
る
。（
私
）

与
え
手
が
無
生
物
で
あ
る
以
上
、
話
し
手
の
与
え
手
へ
の
配
慮
は
弱
い
と
考

え
ら
れ
る
。「
く
れ
る
」
の
待
遇
意
識
は
与
え
手
で
は
な
く
〈
行
為

そ
の

も
の
へ
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

五
、
相
手
を
蔑
む
場
面
で
は
、
与
え
手
側
に
立
っ
た
使
用
が
見
ら
れ
る
。

﹇
子
供

浮
浪
者
﹈
ジ
ュ
ー
ス
欲
け
り
ゃ
、
く
れ
て
や
ら
ぁ
。

（
春
）

六
、
皮
肉
を
意
図
す
る
場
面
で
も
使
用
さ
れ
る
。

﹇
母

息
子
﹈
ま
た
お
母
さ
ん
に
恥
か
か
せ
て
く
れ
は
っ
た
な
。（
ふ
）

五
、
六
は
「
や
る
」
同
じ
く
敢
え
て
「
く
れ
る
」
本
来
の
用
法
に
お
い
て
違

反
を
起
こ
す
こ
と
で
、
話
し
手
の
感
情
の
高
ま
り
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

﹇
く
だ
さ
る
﹈

一
、
広
範
囲
の
関
係
に
お
い
て
専
ら
依
頼
場
面
で
頻
用
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
が

「
く
だ
さ
い
」
の
語
形
で
の
使
用
で
あ
る
。

﹇

売
り
手
﹈
ウ
ナ
ギ
弁
当
二
つ
下
さ
い
。

（
夏
）

﹇

夫
﹈
も
っ
と
明
る
い
顔
し
て
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
て
く
だ
さ
い
よ
。（
渡
）

親
し
い
間
柄
に
も
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
間
に
も
使
用
さ
れ
、
買
い
手

売
り

手
間
で
の
表
現
に
重
宝
さ
れ
る
。「
く
だ
さ
い
」
は「
く
れ
る
」の
尊
敬
語
と

い
う
意
識
は
薄
く
、
頼
む
と
い
う
よ
り
は
命
令
的
で
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。

﹇
ホ
テ
ル
マ
ン
﹈
あ
な
た
も
一
緒
に
探
し
て
く
だ
さ
い
。
平
岡
様
の
小
銭

を
一
緒
に
探
し
て
く
だ
さ
い
。

﹇
客
﹈
な
に
よ
。
あ
な
た
お
客
に
命
令
す
る
気
？

﹇
ホ
テ
ル
マ
ン
﹈
は
い
。
命
令
し
ま
す
。（「
ホ
テ
ル
」
６
／

放
送
）

二
、「
く
だ
さ
る
」
の
敬
意
は
「
く
だ
さ
い
」
に
比
べ
高
く
、「
く
れ
る
」
の
敬

語
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本
調
査
で
の
用
例
の
多
く
が
、
謝
辞
な
ど
を

述
べ
る
ス
ピ
ー
チ
中
の
も
の
で
あ
っ
た
。

﹇

不
特
定
﹈

ご
支
援
下
さ
い
ま
し
た
皆
さ
ま
の
お
か
げ
と
（
サ
）

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
四



三
、「
く
だ
さ
る
」
は
昭
和
二
十
年
代
に
は
今
よ
り
は
幾
分
使
用
数
が
多
い
。

﹇

客
﹈
す
べ
て
の
玉
子
料
理
に
お
使
い
下
さ
い
ま
す
ほ
か
、天
ぷ
ら

﹇

見
合
い
相
手
﹈
お
引
き
合
わ
せ
下
さ
る
方
が
い
な
い
ん
で
す
も
の
。

（
千
）

﹇
も
ら
う
﹈

一
、
本
動
詞
は
特
定
の
意
味
を
持
つ
。（
給
料
を
得
る
・
嫁
を
娶
る
・
買
う
）

﹇

息
子
﹈
気
に
入
っ
た
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
貰
っ
た
ら
ど
う
だ
。（
千
）

﹇

売
り
手
﹈
貰
い
ま
す
よ
、
三
組
。

（
流
）

二
、
積
極
的
な
行
為
受
容
要
求
表
現
と
し
て
の
使
用
が
目
立
つ
。
な
お
、
話
し

手
本
位
の
行
為
遂
行
の
強
い
意
思
を
示
す
場
合
も
あ
る
。（
第

章
で
後
述
）。

﹇

顔
見
知
り
の
学
生
﹈
が
っ
ち
り
、
三
千
円
も
ら
う
ぞ
。（
ふ
）

﹇

雇
用
人
﹈（
退
職
金
は
）ち
ゃ
ん
と
考
え
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
か
ら
。

（
渡
）

三
、
話
し
手
は
受
け
手
と
の
心
的
距
離
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

﹇

娘
﹈
ハ
イ
ヤ
ー
の
運
転
手
さ
ん
に
、
一
寸
待
っ
て
貰
っ
て
。（
日
）

﹇

息
子
﹈
そ
れ
ま
で
、
こ
こ
に
置
い
て
も
ら
え
ん
か
の
う
。（
春
）

（
日
）で
は
、
家
族
間
で
「
く
れ
る
」
は
頻
用
さ
れ
る
が
、「
も
ら
う
」
の
使

用
数
は
少
な
く
、
話
し
手
か
ら
の
心
的
距
離
が
遠
い
人
間
に
用
い
ら
れ
る
。

は
、
父
子
間
の
会
話
で
あ
る
が
、
父
親
に
よ
る
数
十
年
ぶ
り
の
我
が
子
へ
の
発

話
で
あ
る
。
無
生
物
が
与
え
手
に
は
立
た
な
い
こ
と
か
ら
も
「
も
ら
う
」
は
、

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
五

〈
行
為

自
体
で
は
な
く
、
行
為
者
へ
の
配
慮
を
示
す
語
と
言
え
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
た
め
依
頼
時
の
使
用
は
「
く
れ
る
」
よ
り
、
丁
寧
な
表
現
と
な

り
得
る
の
で
は
な
い
か
。

﹇

参
加
者
﹈
番
号
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。（
の
）

﹇

雇
用
人
﹈
悪
い
け
ど
、
や
め
て
く
れ
ま
せ
ん
か
？

（
ふ
）

ト
ガ
キ
﹇
雇
用
人
﹈

（
無
言
）

。

﹇

雇
用
人
﹈
す
み
ま
せ
ん
け
ど
、
自
分
か
ら
や
め
て
貰
え
ま
せ
ん
か
。

で
は
話
し
手
は
最
初
は
「
く
れ
る
」
を
用
い
て
依
頼
し
て
い
る
が
、
相
手
が

容
易
に
承
諾
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、「
す
み
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
な
ど
、
話
し
手
の
相
手
へ
の
丁
寧
さ
は
増
す
が
、
そ
の
際
に
は
「
く
れ

る
」
で
は
な
く
「
も
ら
う
」
を
使
用
し
て
い
る
。「
く
れ
る
」
と
「
も
ら
う
」

の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
は

章
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

﹇
い
た
だ
く
﹈

食
事
の
際
の
用
法
や
、
話
し
手
の
〈
行
為

遂
行
時
の
「
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
な
ど
の
頻
用
（
後
述
）
な
ど
、
受
け
手
側
の
与
え
手
側
へ
の
謙
譲
表
現
と

い
う
本
来
の
用
法
か
ら
使
用
場
面
の
拡
大
が
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
、
本
動
詞
は
食
事
の
あ
い
さ
つ
と
し
て
の
用
法
を
持
つ
。

二
、
他
者
が
食
事
す
る
こ
と
の
丁
寧
語
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

﹇

兄
の
友
達
﹈
京
子
さ
ん
も
一
緒
に
お
茶
で
も
戴
き
ま
し
ょ
う
よ（
千
）

冷
め
て
も
お
い
し
く
戴
け
ま
す
。（

（
金
）
食
卓
の
一
品「
毎
日
」）



三
、
話
し
手
が
心
的
距
離
を
や
や
意
識
す
る
人
物
に
対
し
て
、
か
な
り
の
無
理

を
言
う
際
「
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
」
を
用
い
た
依
頼
表
現
を
と
る
。

﹇

仕
事
相
手
﹈
何
と
か
受
注
さ
せ
て
戴
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
（
サ
）

四
、「
も
ら
う
」
二
の
特
徴
と
同
じ
く
依
頼
場
面
で
の
用
例
数
が
多
い
。
ま
た
、

強
い
行
為
遂
行
の
意
思
を
示
す
場
合
も
あ
る
。（
第

章
参
照
）

﹇

息
子
の
恋
人
の
家
族
﹈栄
作
の
嫁
に
来
て
い
た
だ
き
と
お
ま
す
。（
渡
）

使
役
形
と
受
給
動
詞

｜
「

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
の
位
置
づ
け
｜

ま
ず
、
受
給
動
詞
が
使
役
形
に
下
接
し
た
用
例
数
と
実
際
の
用
例
を
あ
げ
る

こ
と
に
す
る
。
下
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
使
役
形
＋
「
て
も
ら
う
」
系
の
語

の
用
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。

﹇

父
﹈
だ
か
ら
今
ま
で
い
さ
せ
て
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

（
春
）

﹇

娘
﹈
お
前
に
は
家
庭
の
幸
せ
を
味
あ
わ
せ
て
や
り
た
い
。

（
風
）

﹇

母
﹈（
父
に
）好
き
な
こ
と
さ
せ
て
あ
げ
な
さ
い
よ
。

（
渡
）

﹇

父
母
﹈（
仕
事
は
）誰
に
で
も
夢
を
持
た
せ
て
く
れ
る

（
渡
）

﹇
初
対
面
﹈
お
店
に
ち
ょ
っ
と
い
さ
せ
て
下
さ
い
。

（
渡
）

ま
ず
、「
や
る
」
系
の
語
で
あ
る
が
、
使
役
形
と
結
び
つ
く
と
そ
の
ぞ
ん
ざ

い
さ
を
増
す
こ
と
か
ら
、

の
よ
う
に〈
行
為
の
受
け
手（

聞
き
手
）
は

ご
く
親
し
い
人
物
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

で
は
息
子
の
父
へ
の
怒
り
の
強
さ
を
も
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
「
あ
げ
る
」

の
用
例
は
聞
き
手

受
け
手
の
場
面
で
の
み
用
例
が
見
ら
れ
た
。
次
に
「
く
れ

る
」
系
の
二
語
で
あ
る
が
、
第

章
の
表
が
示
す
よ
う
に
「
く
れ
る
」
系
の
二

語
の
全
体
的
な
用
例
数
は
多
い
も
の
の
、
使
役
形
に
下
接
し
た
形
で
の
使
用
は

少
な
か
っ
た
。
最
後
に
使
役
形
＋
「
て
も
ら
う
」「
て
い
た
だ
く
」
の
頻
用
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

﹇

同
僚
﹈
じ
ゃ
、
悪
い
け
ど
、
そ
う
さ
せ
て
も
ら
お
う
か
な
（
青
）

﹇

嫁
の
母
兄
﹈
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
き
ん
で
す
。（
渡
）

﹇

役
所
職
員
﹈
い
ろ
い
ろ
勉
強
さ
せ
て
っ
て
る
ッ
ス
。（
サ
）

﹇

出
席
者
﹈
新
郎
・
新
婦
の
御
紹
介
を
さ
せ
て
戴
く
次
第
で
ご
い
ま
す
。

（
日
）

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
六

語

合
計
数

用
例
の
見
ら
れ
た
作
品
及
び
各
用
例
数

さ
せ
て
や
る

（
渡
）９
（
ふ
）２
（
春
）１

（
私
）１
（
風
）１
（
求
）１

さ
せ
て
あ
げ
る

７

（
渡
）５
（
の
）２

さ
せ
て
さ
し
あ
げ
る

０

さ
せ
て
く
れ
る

（
渡
）５
（
大
）２
（
流
）１
（
の
）１
（
風
）１

さ
せ
て
く
だ
さ
る

８

（
ふ
）６
（
流
）１
（
の
）１

さ
せ
て
も
ら
う

（
渡
）
（
春
）６
（
流
）６
（
大
）５
（
サ
）４

（
ふ
）３
（
夏
）２
（
鉄
）２
（
の
）２
（
青
）１

さ
せ
て
い
た
だ
く

（
渡
）６
（
流
）５
（
千
）４
（
サ
）４
（
の
）４

（
大
）３
（
日
）２
（
青
）２
（
ふ
）１



﹇

客
﹈
雨
漏
り
だ
っ
て
タ
ダ
で
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
る
ん
で
す
。（
大
）

﹇

店
子
﹈
今
月
限
り
で（
契
約
を
）切
ら
せ
て
も
ら
う
よ
。（
流
）

﹇

聴
衆
﹈
わ
が
ま
ま
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
転
職
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。（
青
）

資
料
を
お
宅
ま
で
届
け
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。（

（
木
）「
毎
」広
告
欄
）

・

は
相
手
か
ら
話
し
手
へ
の
使
役
行
為
が
伺
わ
れ
、「
さ
せ
て
も
ら
う
」

「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
本
来
の
用
法
で
あ
る
が
、

は
使
役
表
現
は
と
る

も
の
の
、
話
し
手
自
身
が
自
ら
の
意
志
で
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
相
手
か

ら
の
話
し
手
へ
の
明
確
な
使
役
行
為
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
な
お
、
使
役
形
を

用
い
る
意
図
は
何
か
。
こ
の
拡
大
用
法
は
近
年
特
に
商
業
界
に
お
け
る
売
り
手

側
、
或
い
は
不
特
定
多
数
を
聞
き
手
と
し
た
ス
ピ
ー
チ
な
ど
で
の
話
し
手
に
そ

の
使
用
が
目
立
つ
。
宮
地
氏
は
現
代
敬
語
の
社
交
敬
語
性
を
指
摘
さ
れ
た
が
、

こ
れ
ら
の
場
面
で
話
し
手
自
ら
の
利
益
に
つ
な
が
る
〈
行
為
、
或
い
は
話
し

手
の
自
分
本
位
な
〈
行
為

の
遂
行
宣
言
を
行
う
際
は
、
聞
き
手
に
と
っ
て
失

礼
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
拡
大
用
法
は
丁
寧
さ
、
礼
儀
が
特
に
必

要
で
あ
る
と
捉
え
た
話
し
手
に
よ
る
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
意
図
し
た
も
の
と
言

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
金
田
一
氏
は
聞
き
手
に
不
快
感
を
与
え
な
い
話

を
す
る
に
は
、
相
手
に
関
係
な
い
、
相
手
が
興
味
の
な
い
こ
と
を
む
や
み
に
話

題
に
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

の
よ
う
な
使
用
が
見
ら

れ
る
披
露
宴
で
は
ス
ピ
ー
チ
者
の
話
す
内
容
が
聞
き
手
は
よ
く
分
か
ら
な
い
内

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
七

輪
の
話
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
が
多
い
。
初
対
面
の
人
同
士
が
、
自
分
に
関
係

な
い
と
感
じ
ず
、
共
通
の
認
識
を
持
て
る
こ
と
が
、
そ
の
場
を
快
く
過
せ
る
大

切
な
要
素
と
な
る
。「
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
表
現
の
使
用
で
、
聞
き
手

側
は
表
現
上
に
お
い
て
、
話
し
手
の
〈
行
為

の
使
役
者
と
し
て
共
通
の
認
識

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
話
し
手
が
自
身
の
行
為
を
聞
き
手
が
快

し
と
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
、
実
際
は
と
も
か
く
表
現
形
式

上
で
相
手
が
使
役
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
し
た
て
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
話
し

手
の
〈
行
為

遂
行
の
決
定
は
相
手
を
無
視
し
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
恰
も
相
手
に
決
定
の
意
志
が
あ
る
か
の
如
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、

丁
寧
さ
が
増
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
使
役
を
用
い
る
理
由
は
ひ
と
ま
ず
考
察
で

き
た
と
し
て
、
で
は
、
な
ぜ
使
役
＋
「
て
く
れ
る
」
系
の
語
で
は
な
く
「
て
も

ら
う
」
系
の
語
が
頻
用
さ
れ
る
の
か
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、「
く
れ
る
」と「
も

ら
う
」の
二
語
の
性
格
を
確
か
め
て
お
く
。

共
に
受
け
手
側
に
立
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
文
法
面
の
違
い
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
主
格
に
与
え
手
側
を
お
く
か
、
受
け
手
側
を
お
く
か
の
違
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
扱
い
た
い
の
は
〈
行
為

に
対
す
る
話
し
手
の
心
的
な
受
け

止
め
方
で
あ
る
。「
て
く
れ
る
」
と
異
な
り
、「
て
も
ら
う
」
の
み
に
見
ら
れ
る

特
徴
と
し
て
、
佐
久
間
氏
や
森
田
氏
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
が
如
く
、
受
け
手
側

の
「
働
き
か
け
」
が
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
。「
て
も
ら
う
」
が
「
働
き
か

け
」
を
意
味
す
る
理
由
は
、
拙
稿（
一
九
九
〇
）
の
史
的
変
遷
で
の
考
察
が
大



き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。「
貰
」
は
「
ゆ
る
す
」
を
意
味
す
る
漢
字
で
あ

り
、
漢
文
で
の
使
用
例
の
影
響
を
受
け
、
中
世
期
で
は
「
相
手
の
許
し
を
乞
う
、

頼
ん
だ
結
果
許
さ
れ
え
る
」
の
意
を
も
つ
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
世
で

の
用
法
が
現
在
に
続
け
て
残
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、「
て
く
れ
る
」

で
あ
る
が
、、
大
江
氏
は
そ
の
特
徴
を
、
積
極
的
に
行
為
の
実
現
を
目
指
す
の

で
は
な
く
、
言
わ
ば
与
え
手
本
位
の
行
為
へ
の
話
し
手
の
「
感
謝
・
期
待
」
と

い
う
感
情
の
表
現
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。（
用
例

参
照
）こ
の
特
徴
も
実
は
史

的
観
点
に
立
つ
と
納
得
で
き
る
。「
く
れ
る
」
は
中
世
期
に
入
る
ま
で
、
話
し

手
が
与
え
手
の
立
場
を
と
る
用
法
を
有
し
て
い
た
。
与
え
手
側
か
ら
の
表
現
で

あ
る
以
上
、〈
行
為

は
自
ず
と
与
え
手
本
位
と
な
る
。「
て
く
れ
る
」
の
「
与

え
手
本
位
」
は
「
く
れ
る
」
が
古
く
に
持
っ
て
い
た
意
味
用
法
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

二
語
の
性
格
を
整
理
し
た
上
で
、
再
度
使
役
形
を
伴
う
場
合
を
検
討
し
た
い
。

・

の
よ
う
に
「
て
く
れ
る
」「
て
も
ら
う
」
単
独
の
場
合
、
相
手
に
上
接

す
る
動
詞
の
遂
行
を
求
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
使
役
形
を
伴
う

の

よ
う
な
場
合
で
は
そ
の
動
作
を
行
う
の
は
話
し
手
で
あ
る
。
話
し
手
が
自
身
の

行
為
の
実
現
を
相
手
に
依
頼
す
る
わ
け
で
あ
る
。
依
頼
場
面
に
お
い
て
、
語
形

と
し
て
命
令
形
を
と
り
、
し
か
も
相
手
本
位
の
〈
行
為

を
示
す
「
く
れ
る
」

系
の
語
を
用
い
る
よ
り
も
、「
相
手
に
許
し
を
乞
う
・
許
可
を
得
る
」
と
い
う

相
手
へ
の
配
慮
を
内
包
す
る
「
も
ら
う
」
系
の
語
を
用
い
る
方
が
、
丁
寧
さ
が

増
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
両
者
の
決
定
的
な
違
い
は

の
よ
う
な

一
見
相
手
の
意
志
・
命
令
に
よ
り
話
し
手
が
自
身
の
た
め
の
〈
行
為

を
行
う

よ
う
に
思
わ
れ
る
場
面
で
の
使
用
で
あ
る
。
実
際
は
、
相
手
の
意
志
な
ど
存
在

し
な
い
、
話
し
手
の
行
為
遂
行
宣
言
と
も
言
え
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

「
与
え
手
本
位
」
の
表
現
で
あ
る
「
く
れ
る
」
を
用
い
て
話
し
手
が
自
ら
の
意

志
に
よ
る
行
為
遂
行
宣
言
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
単
独
の
「
も
ら

う
」
の
使
用
は
、
自
ら
の
「
働
き
か
け
」
に
よ
り
相
手
に
行
為
を
求
め
る
表
現

で
あ
っ
た
が
、
使
役
形
を
伴
う
こ
と
で
、
新
た
に

・

の
よ
う
な
相
手
に
自

ら
の
〈
行
為

の
許
し
を
乞
う
、
つ
ま
り
「
許
可
」
を
得
る
表
現
と
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
丁
寧
さ
を
重
ん
じ
る
場
面
に
お

い
て
、

の
よ
う
に
話
し
手
は
自
ら
の
〈
行
為

が
自
分
本
位
の
独
り
よ

が
り
な
も
の
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
言
わ
ば
見
せ
か
け
上
の
使
役
表
現
で
も
っ
て
、

恰
も
相
手
の
意
志
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
心
的
態
度
を
見
せ
る
用
法
が
生
じ

た
。
そ
の
よ
う
な
見
せ
か
け
の
用
法
は
、
誤
用
と
見
る
立
場
も
あ
ろ
う
が
、
い

ず
れ
に
し
ろ
話
し
手
が
丁
寧
さ
を
意
識
す
る
場
合
、
事
柄
の
実
現
が
相
手
の
意

志
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
手
に
許
さ
れ
、
認
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
心
的

態
度
を
表
現
す
る
こ
と
が
、
相
手
へ
の
敬
意
に

が
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
八



ま
と
め

以
上
、
各
受
給
動
詞
の
使
用
状
況
か
ら
各
語
の
意
味
・
用
法
の
特
徴
を
使
用

場
面
を
踏
ま
え
、
話
し
手
の
意
識
か
ら
把
握
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
各
語
の
考

察
に
つ
い
て
は
各
々
の
項
に
述
べ
た
の
で
改
め
て
言
及
し
な
い
こ
と
に
し
て
、

受
給
動
詞
の
意
味
す
る
待
遇
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
現
代
に
お
け
る
受
給

動
詞
の
特
徴
的
傾
向
と
し
て
、「
あ
げ
る
」
の
丁
寧
語
化
と
「
さ
せ
て
も
ら
う

（
い
た
だ
く
）」
の
拡
大
用
法
の
頻
用
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
敬
意

は
敬
語
に
お
け
る
従
来
の
敬
意
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
傾
向
は
「
あ

げ
る
」
に
お
い
て
は
、
相
手
の
た
め
で
あ
る
〈
行
為

の
遂
行
表
現
に
伴
う
ぞ

ん
ざ
い
さ
の
回
避
、「
さ
せ
て
も
ら
う（
い
た
だ
く
）」
に
お
い
て
は
、
話
し
手

の
〈
行
為

遂
行
に
対
す
る
聞
き
手
の
「
許
可
」
を
重
ん
じ
る
と
い
っ
た
よ
う

に
、
何
を
も
っ
て
他
者
を
尊
重
す
る
か
他
者
に
敬
意
を
示
す
か
と
い
う
こ
と
が
、

変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
受

給
動
詞
は
従
来
の
敬
語
と
の
接
点
を
探
り
な
が
ら
、
待
遇
表
現
と
し
て
体
系
の

中
で
共
に
捉
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

（
引
用
文
献
）

調
査
資
料
参
照

待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞

二
九

「
キ
ュ
ー
ピ
ー
三
分
ク
ッ
キ
ン
グ

六
／
一
三

放
送
」

「
授
受
動
詞
」と
も
呼
ば
れ
る
が
本
稿
で
は
宮
地
氏
に
従
い「
受
給
動
詞
」と
呼
ぶ
。

以
後
〈

で
く
く
っ
た
行
為
は
、
話
題
と
さ
れ
る
授
受
関
係
に
あ
る
行
為
を
意

味
す
る
。

宮
地

裕
「
敬
語
史
論
」（『
講
座
日
本
語
学
』
九

一
九
八
二

明
治
書
院
）

「
受
給
動
詞
の
史
的
変
遷
」（『
同
志
社
国
文
学
』（
一
九
九
〇

一
二
）

「
待
遇
表
現
と
し
て
の
受
給
動
詞
｜
中
世
末
期
の
受
給
表
現
の
体
系
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
」

（「
同
大
語
彙
研
究

」
二
〇
〇
〇

三
）

金
田
一
春
彦
「
話
コ
ト
バ
の
敬
語
的
表
現
」（『
言
語
生
活
』
一
九
六
四

二
）

佐
久
間
鼎『
現
代
日
本
語
の
表
現
と
語
法
《
増
補
版
》』一
九
六
六

恒
星
社
厚
生

閣
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
』
一
九
七
七

角
川
書
店

大
江
三
郎
『
日
英
語
の
比
較
研
究
｜
主
観
性
を
め
ぐ
っ
て
』
一
九
七
五

南
雲
堂

（
参
考
文
献
）

１

玉
村
文
郎
『
日
本
語
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
一
九
九
二

世
界
思
想
社

２

宮
地

裕「『
や
る
・
く
れ
る
・
も
ら
う
』を
述
語
と
す
る
文
の
構
造
に
つ
い
て
」

（「
国
語
学
」
一
九
六
五

一
二
）

３

・
リ
ー
チ
『
語
用
論
』
一
九
八
七

紀
伊
国
屋
書
店

４

金
田
一
春
彦

林
大

柴
田
武

編
集
責
任
『
日
本
語
百
科
大
事
典
』

一
九
八
八

大
修
館
書
店

（
付
記
）本

稿
の
テ
ー
マ
は
学
士
論
文
、
修
士
論
文
に
お
け
る
考
察
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

り
、
本
テ
ー
マ
へ
の
取
り
組
み
に
際
し
て
は
在
学
中
よ
り
玉
村
文
郎
先
生
に
ご
懇
切

な
ご
教
授
、
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成

に
あ
た
っ
て
、
藤
井
俊
博
先
生
に
、
ご
指
導
、
ご
評
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
心
よ

り
感
謝
申
し
あ
げ
る
。
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