
で
果
た
す
役
割
を
統

物
語
文
の
表
現
内

ス
」（
物
語
）
の
側
面

る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」

役
割
は
、
こ
の
よ
う

一

従
来
の
指
示
語
の

示
用
法
を
中
心
に
検

討
が
徐
々
に
進
め
ら

ど
の
ジ
ャ
ン
ル
の
差

場
か
ら
考
察
し
た
研

氏
・
林
四
郎
氏
ら
の

物
語

一
的
に
説
明
す
る
の
は
な
お
大
き
な
課

容
に
は
、
事
件
の
展
開
を
表
現
す
る

と
、
そ
の
事
件
の
事
物
の
あ
り
よ
う

（
模
倣
）
の
側
面
と
が
あ
る
。
文
章
の

な
物
語
文
の
表
現
内
容
と
関
わ
る
点
が

は
じ
め
に

研
究
に
お
い
て
、「
こ
」「
そ
」
の
用
法

討
が
進
め
ら
れ
、
近
年
、
文
章
の
文
脈

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
文
章
を
扱
い
、

を
考
慮
し
、
物
語
文
で
の
用
法
を
文
章

究
は
い
ま
だ
少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
論

研
究
が
あ
る
も
の
の
、
指
示
語
が
一
つ

文
に
お
け
る
指
示
語
と

｜
｜
「
羅
生
門
」
を
通
し
て
｜

題
で
あ
る
。

「
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ

を
詳
し
く
表
現
す

中
で
の
指
示
語
の

あ
る
。
筆
者
は
物

て
、
次
の
よ

が
残
る
と
思

１
、
表
現

２
、
語
り

３
、
語
り

は
会
話
の
現
場
指

指
示
つ
い
て
も
検

物
語
文
や
論
文
な

論
・
文
体
論
の
立

と
し
て
片
村
恒
雄

の
テ
ク
ス
ト
の
中

タ
形
の
使
い

検
討
が
可
能

つ
い
て
は
、

間
的
距
離
感

る
場
合
の
条

的
に
説
明
し

ず
扱
っ
て
い

視
点

｜

語
文
の
表
現

三

う
な
特
質
を
も
っ
て
い
る
点
を
考
慮
し

わ
れ
る
。

者
（
作
者
）
で
は
な
く
、
語
り
手
の
視

手
と
作
中
の
人
物
や
物
事
と
の
距
離
は

手
の
視
点
は
、
登
場
人
物
の
視
点
に
も

分
け
を
論
じ
た
が
、
指
示
語
に
つ
い
て

で
あ
る
。
文
脈
指
示
用
法
の
「
こ
」「

馬
場
俊
臣
氏
の
論
が
あ
る
。
馬
場
氏
は

」「
心
理
的
距
離
感
」
の
表
現
に
分
け

件
を
論
じ
た
。
馬
場
氏
が
視
点
と
の
関

よ
う
と
し
た
点
は
評
価
さ
れ
る
が
、
氏

る
の
は
、
小
説
の
視
点
の
性
質
が
論
文

藤

井

内
容
を
視
点
論
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る

二
五

て
い
な
い
と
こ
ろ
に
問
題

点
か
ら
表
現
さ
れ
る
こ
と

自
由
に
変
わ
り
え
る
こ
と

自
由
に
移
動
し
え
る
こ
と

も
視
点
論
的
な
立
場
か
ら

そ
」
と
視
点
と
の
関
連
に

「
空
間
的
距
離
感
」「
時

、「
こ
」「
そ
」
が
使
わ
れ

わ
る
具
体
的
条
件
を
客
観

が
小
説
と
論
文
を
区
別
せ

の
視
点
の
場
合
と
異
な
っ

俊

博

た
め
に
文
末
の
タ
形
・
非



二

物
語
文
に
お
け
る

れ
る
。
こ
こ
で
は
、

の
よ
う
に
表
現
さ
れ

物
語
世
界
を
表
現

語
り
手
の
視
点
と
登

本
稿
で
は
、
物
語

よ
う
に
指
示
語
が
使

法
と
し
て
物
語
文
（

語
を
人
物
（
主
人
公

分
し
、
こ
れ
に
指
示

っ
て
ど
の
指
示
語
を

「
羅
生
門
」（『
芥
川
龍

物
語
文
に

小
説
の
場
合
、
時
間

点
へ
自
由
に
移
動
し

さ
れ
る
。
こ
の
点
は

と
し
て
空
間
的
距
離

合
と
大
き
く
異
な
る

物
語
文
と
論
文
と
は

物
語
文
に
お
け
る
指
示
語
と
視
点

語
り
手
の
視
点
は
、
様
々
な
言
語
形
式

指
示
語
「
そ
」「
こ
」
に
お
い
て
、
視

る
の
か
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

す
る
視
点
に
は
、
語
り
手
の
視
点
の
み

場
人
物
の
視
点
と
が
共
有
さ
れ
る
い

文
に
お
け
る
視
点
の
特
質
を
ふ
ま
え
、

い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
に
焦
点
を
当
て

地
の
文
に
限
る
）
で
使
わ
れ
た
指
示
語

と
そ
の
他
の
人
物
）・
時
間
・
場
所
・

語
を
用
い
な
い
場
合
も
含
め
て
、
被
修

用
い
る
か
を
検
討
す
る
。
な
お
、
作
品

之
介
全
集
』
岩
波
書
店

平
成
七
年

お
け
る
指
示
語
と
視
点

・
空
間
を
超
え
て
対
象
へ
自
由
に
接
近

た
り
す
る
「
語
り
手
」
の
視
点
を
基
準

、
一
定
の
時
空
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

、
時
間
的
距
離
、
心
理
的
距
離
が
表
現

点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
構
造
の

指
示
語
の
文
法
機
能
を
区
別
し
て
論
じ

を
と
っ
て
表
現
さ

点
の
あ
り
か
が
ど

に
よ
る
場
合
と
、

わ
ゆ
る
「
描
出
表

の
用
法
は
、

、
語
り
手

、
語
り
手

、
登
場
人

、
登
場
人

こ
れ
ら
の

作
品
の
中
で
ど
の

て
考
察
す
る
。
方

の
か
か
る
被
修
飾

事
柄
・
物
体
に
細

飾
語
の
内
容
に
よ

は
、
芥
川
龍
之
介

版
）
を
使
用
す
る
。

景
的
表
現
で

り
解
説
し
た

表
現
の
場
合

場
人
物
の
視

在
と
見
る
「

登
場
人
物
の

的
距
離
感
の

し
た
り
、
人
物
視

に
し
て
表
現
が
な

「
表
現
者
」
を
基
準

さ
れ
る
論
文
の
場

違
い
を
ふ
ま
え
、

る
必
要
が
あ
る
。

現
」
の
場
合

を
考
え
る
た

う
に
関
わ
る

ま
ず
、
語

の
視
点
か
ら

す
「
こ
」
と

次
の
四
類
に
分
類
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
視
点
か
ら
遠
い
存
在
を
示
す
表
現

の
視
点
か
ら
近
い
存
在
を
示
す
表
現

物
の
視
点
か
ら
遠
い
存
在
を
示
す
表

物
の
視
点
か
ら
近
い
存
在
を
示
す
表

表
現
の
意
味
を
、「
羅
生
門
」
の
次
の

あ
り
、
後
者
は
物
語
世
界
に
没
入
し
対

り
す
る
近
景
的
表
現
で
あ
る
。
一
方
、

を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合

点
と
共
有
化
さ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物

そ
」
と
近
い
存
在
と
見
る
「
こ
」
と
を

視
点
か
ら
の
心
理
的
距
離
感
が
一
見
語

よ
う
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ 三

と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
示
語

め
に
は
、
語
り
手
の
視
点
な
い
し
は
登

の
か
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

り
手
の
視
点
の
み
か
ら
物
語
世
界
を
表

遠
い
存
在
を
示
す
「
そ
」
と
語
り
手
の

を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
はに

用
い
る
「
そ
」

に
用
い
る
「
こ
」

現
に
用
い
る
「
そ
」

現
に
用
い
る
「
こ
」

文
を
題
材
に
考
え
て
み

象
を
間
近
か
ら
描
写
し
た

物
語
文
に
お
い
て
は
描
出

は
、
語
り
手
の
視
点
が
登

の
視
点
か
ら
見
て
遠
い
存

区
別
で
き
る
。
こ
の
場
合
、

り
手
の
視
点
か
ら
の
心
理

の
よ
う
に
、「
そ
」「
こ
」

二
六

「
こ
」「
そ
」
の
使
い
分
け

場
人
物
の
視
点
と
ど
の
よ

現
す
る
場
合
に
、
語
り
手

視
点
か
ら
近
い
存
在
を
示

対
象
を
俯
瞰
的
に
見
る
遠



物
語
文
に

と
い
う
動
詞
を
含
ん

描
出
表
現
で
あ
る
と

「
こ
の
老
婆
」
は
、

「
捕
ま
え
た
」
と
い
う

た
表
現
で
あ
る
（

の
門
の
上
へ
上

反
対
な
方
向
に

右
の
例
に
お
い
て
、

「
こ
の
老
婆
」
と
「
そ

「
こ
」
系
列
と
「
そ
」

の
よ
う
に
説
明
で
き

ま
ず
、「
こ
の
話
を

話
・
思
考
、
感
情
・

下
人
は
、
太

さ
へ
な
が
ら
、

手
で
は
、
赤
く

い
て
ゐ
る
の
で

心
に
は
、
あ
る

こ
の
男
に
は
欠

た
い
。
な
お
、
以
下

お
け
る
指
示
語
と
視
点

で
い
る
こ
と
か
ら
、
登
場
人
物
の
視

考
え
ら
れ
る
（

）。
ま
た
、「
こ
の

「
こ
の
男
」
が
「
こ
の
門
」
へ
上
り

具
体
的
な
場
面
を
語
り
手
に
近
い
存

）。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
登
場
人

つ
て
、
こ
の
老
婆
を
捕
え
た
時
の
勇

動
か
う
と
す
る
勇
気
で
あ
る
。

「
こ
の
話
」「
こ
れ
を
聞
い
て
」「
こ
の

の
太
刀
」「
そ
れ
は
」「
さ
う
し
て
」

系
列
の
二
つ
の
指
示
語
が
交
互
に
現

る
で
あ
ろ
う
か
。

聞
い
て
ゐ
た
」「
こ
れ
を
聞
い
て
ゐ
る

感
覚
、
視
覚
・
聴
覚
」
を
表
す
箇
所
に

刀
を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の

冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ

に
膿
を
持
つ
た
大
き
な
面
皰
を
気

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
聞
い
て
ゐ

勇
気
が
生
ま
れ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
さ

け
て
ゐ
た
勇
気
で
あ
る
。
さ
う
し
て

の
例
で
、
描
出
表
現
と
判
断
す
る
根点

に
入
り
込
ん
だ

男
」「
こ
の
門
」

「
こ
の
老
婆
」
を

在
と
し
て
描
写
し

物
の
視
点
に
入
り

「
そ
」
と
「
こ

と
え
ば
、
第

と
し
て
、
こ

で
、
こ
の
男

「
こ
」
が
一
文

気
と
は
、
全
然
、

男
」「
こ
の
門
」

と
い
う
よ
う
に
、

れ
て
い
る
の
は
ど

」
は
、「
聞
く
」

「
勇
気
で
あ
る

視
点
か
ら
叙

は
、
い
わ
ば

ら
の
表
現
で

こ
の
よ
う

さ
い
語
句
レ

（
あ
る
い
は
指

線
を
施
し
た
。

柄
を
左
の
手
で
お

た
。
勿
論
、
右
の

に
し
な
が
ら
、
聞

る
中
に
、
下
人
の

つ
き
門
の
下
で
、

、
ま
た
さ
つ
き
こ

こ
ろ
に
「
こ

な
お
、
右

次
項
に
挙
げ

そ
れ
に
対

を
」
を
受
け

の
背
景
と
な

（

）。
ま
た

拠
と
な
る
「
発

込
ん
で
描
写

三

」
と
の
混
用
は
一
文
の
中
で
も
起
こ

１
文
は
「
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で

の
話
を
聞
い
て
い
た
」、
第
４
文
は
「

に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
」
と

の
中
で
併
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
分

述
す
る
箇
所
に
用
い
た
も
の
で
あ
る

、
語
り
手
が
現
場
の
人
物
・
事
物
を
俯

あ
る
。

に
、
物
語
文
の
指
示
語
を
取
り
上
げ
る

ベ
ル
の
ま
と
ま
り
を
対
象
と
し
、
指
示

示
内
容
）
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要

」
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

の
例
で
は
描
出
表
現
の

に
相
当
す
る

た

の
例
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。

し
て
、「
そ
の
太
刀
」
の
「
そ
の
」
は

て
、
焦
点
化
さ
れ
た
「
こ
の
話
を
聞
い

る
「
お
さ
へ
な
が
ら
」
と
い
う
動
作

、「
そ
れ
は
」「
さ
う
し
て
」
は
、
い

し
た
り
、
現
場
の
様
子
に
焦
点
を
あ
て

二
七

り
え
る
た
め
で
あ
る
。
た

押
さ
え
な
が
ら
、
冷
然

そ
れ
は
、
さ
っ
き
門
の
下

あ
る
よ
う
に
、「
そ
」
と

、
一
文
の
中
で
も
、
そ
の

か
る
よ
う
に
、
語
り
手
の

（

）。
こ
れ
ら
の
「
そ
」

瞰
的
に
捉
え
た
視
点
か

場
合
に
は
、
文
よ
り
小

語
の
か
か
る
被
修
飾
語

が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
そ
」
の
例
が
な
い
が
、

、
直
前
に
あ
る
「
太
刀

て
ゐ
た
」
と
い
う
動
作

の
叙
述
に
用
い
て
い
る

ず
れ
も
文
末
の
述
語
に

て
描
写
し
た
り
す
る
と



な
い
。
現
場
指
示
用

に
、
語
り
手
が
い
か

以
上
の
よ
う
に
、

い
る
か
、
そ
こ
に
そ

の
意
味
に
お
い
て
、

的
な
選
択
の
問
題
と

品
世
界
に
入
り
込
ん

場
合
、「
そ
の
」
と

然
的
に
決
ま
っ
て
い

人
は
、
太
刀
を
鞘
に

ら
、
冷
然
と
し
て
、

現
は
成
り
立
つ
。

が
あ
る
文
で
あ
っ
た

刀
」
に
焦
点
が
移
る

物
語
文
に

対
象
を
捉
え
る
視
点

「
視
点
の
移
動
」
が
起

ま
た
、
物
語
文
で

い
し
指
示
内
容
に
対

的
で
あ
る
こ
と
に
留

る
そ
の
本
と
私
の
持

法
の
場
合
と
違
い
、
物
語
文
で
物
事

な
る
視
点
に
立
つ
か
は
選
択
可
能
だ
か

ど
の
よ
う
な
語
句
に
対
し
て
ど
の
よ

の
文
章
の
描
き
方
の
特
色
を
見
る
こ

「
こ
」
と
「
そ
」
の
選
択
は
個
々
の
作

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ

で
表
現
す
る
か
、
俯
瞰
的
な
立
場
か

「
こ
の
」
は
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
空

る
た
め
交
換
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

お
さ
め
て
、
こ
の
太
刀
の
柄
を
左
の

そ
の
話
を
聞
い
て
い
た
」
の
よ
う
に

の
原
文
で
は
「
そ
の
太
刀
」
よ
り
「

も
の
が
、
こ
の
よ
う
に
言
い
換
え
た

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
自

お
け
る
指
示
語
と
視
点

に
よ
っ
て
異
な
っ
た
指
示
語
が
用
い

こ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

は
、
現
場
指
示
用
法
の
場
合
と
異
な

し
て
ど
う
の
よ
う
な
指
示
語
が
選
択

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
あ

っ
て
い
る
こ
の
本
と
を
交
換
し
て
欲

を
指
示
す
る
場
合

ら
で
あ
る
。

う
な
指
示
語
を
用

と
が
で
き
る
。
こ

品
に
お
け
る
文
体

に
は
、
作
者
が
作

ら
表
現
す
る
か
に

こ
で
は
「
そ

修
飾
語
が
用

三
・
一

ま
ず
、
人

は
、
表
１
の

間
上
の
関
係
で
必

物
語
文
で
は
「
下

手
で
押
さ
え
な
が

入
れ
替
え
て
も
表

こ
の
話
」
に
焦
点

場
合
は
「
こ
の
太

体
は
非
文
に
な
ら

近
な
も
の
と

う
。」
と
指
摘

取
る
か
受
け

し
て
い
く
価

次
項
で
は

に
つ
い
て
検

こ
れ
」「
そ
う

ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

り
、
被
修
飾
語
な

さ
れ
る
か
は
恣
意

な
た
の
持
っ
て
い

し
い
」
と
言
っ
た

つ
い
て
の
選

能
性
が
出
て

詞
の
使
用
上

来
る
の
で
は

手
が
、
近
称

話
し
手
が
、

の
・
こ
の
」
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
に

い
ら
れ
て
い
る
か
を
観
察
し
、
考
察
を

三
「
羅
生
門
」
に
お
け
る
「
こ

被
修
飾
語
が
人
物
の
場
合

物
を
修
飾
す
る
「
こ
の
」「
そ
の
」
を

よ
う
に
、
人
物
を
「
主
人
公
（
下
人

受
け
取
る
か
、
受
け
取
ら
ぬ
か
の
問
題

し
て
い
る
。
井
手
氏
の
い
う
「
文
脈

取
ら
ぬ
か
」
と
い
う
問
題
は
表
現
内
容

値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

、
指
示
語
と
そ
れ
を
受
け
る
被
修
飾
語

討
す
る
。
な
お
、「
そ
・
の
」
に
は
、

・
こ
う
」「
そ
こ
・
こ
こ
」
な
ど
の
対 三

択
が
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
の
文
体
的
特

く
る
。
夙
に
井
手
至
氏
が
、「
先
行
表

そ
の
作
者
の
有
す
る
或
る
種
の
傾
向
が

あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
文
体
的
な
問
題

で
指
示
す
る
か
、
中
称
で
指
示
す
る
か

先
行
表
現
（
表
現
さ
れ
た
事
物
や
表
現

ど
の
よ
う
な
内
容
の
被

加
え
て
い
き
た
い
。

」「
そ
」
と
被
修
飾
語

中
心
に
述
べ
る
。
こ
こ
で

）」
と
「
そ
の
他
の
人
物

と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ

的
に
身
近
な
も
の
と
受
け

に
即
し
て
細
か
く
検
討

を
具
体
的
な
表
現
内
容

「
そ
の
・
こ
の
」「
そ
れ
・

応
語
句
が
あ
る
が
、
こ

二
八質

の
一
端
が
現
れ
る
可

現
を
指
示
し
た
文
脈
指
示

、
全
体
と
し
て
現
れ
て

点
を
指
摘
さ
れ
、「
話
し

の
相
異
は
、
要
す
る
に
、

内
容
）
を
文
脈
的
に
身



物
語
文
に

○
或
る
強
い
感
情

る
。

○
そ
れ
ほ
ど
、
こ

の
や
う
に
、
勢

○
広
い
門
の
下
に

○
羅
生
門
が
、
朱

を
す
る
市
女
笠

る
。
そ
れ
が
、

○
今
こ
の
下
人
が

も
、
実
は
こ
の

○
そ
の
上
、
今
日

（
表
１
）
人
物
に

主

人

公

そ
の
他
の
人
物

「
羅
生
門
」
で
は
、

下
人
は
「
こ
の
男
」

近
い
存
在
と
し
て
描

（
老
婆
を
指
す
ほ
か
、

お
け
る
指
示
語
と
視
点

に
影
響
し
た
。

が
、
殆
悉
こ
の
男
の
嗅
覚
を
奪
つ
て
し

の
男
の
悪
を
憎
む
心
は
、
老
婆
の
床
に

よ
く
燃
え
上
り
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
誰
も
ゐ
な
い
。

雀
大
路
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ

や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
三
人
は
あ
り

こ
の
男
の
外
に
誰
も
ゐ
な
い
。

、
永
年
、
使
は
れ
て
ゐ
た
主
人
か
ら
、

衰
微
の
小
さ
な
余
波
に
外
な
ら
な
い
。

の
空
模
様
も
少
か
ら
ず
、
こ
の
平
安

か
か
る
指
示
語

こ
の

そ
の

９

２

３

２

主
人
公
の
指
示
に
は
「
こ
の
」
が
多

「
こ
の
下
人
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
語

か
れ
て
い
る
。

下
人
の
主
人
を
指
す
一
例
を
含
む
）」

ま
つ
た
か
ら
で
あ

挿
し
た
松
の
木
片

。

○
下
人
は

番
上
の

○
そ
こ
で

飛
び
上

○
下
人
は

か
に
も
、
雨
や
み

さ
う
な
も
の
で
あ

暇
を
出
さ
れ
た
の

朝
の
下
人
の

そ
れ
で
は

れ
る
か
と
い

般
で
あ
る
。

そ
の
中
で
「

中
か
ら
、
物

〇
一
人
の

○
下
人
は

く
用
い
ら
れ
る
。

り
手
の
視
点
か
ら

○
そ
の
時

考
へ
る

こ
れ
ら
の
例

所
で
は
使
用

と
は
言
っ
て

る
用
法
で
は

分
で
使
用
さ

に
分
け
る
。

○
そ
れ
は

三

、
守
宮
の
や
う
に
足
音
を
ぬ
す
ん
で
、

段
ま
で
這
ふ
や
う
に
し
て
上
り
つ
め
た

、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い

つ
た
。

、
老
婆
が
死
骸
に
つ
ま
づ
き
な
が
ら
、

物
語
が
展
開
す
る
部
分
に
お
い
て
主
人

う
と
、
指
示
語
を
用
い
ず
単
に
「
下
人

「
羅
生
門
」
で
は
「
下
人
」
と
い
う
表

下
人
」
を
主
語
と
し
た
文
は

例
が
見

語
の
展
開
に
関
わ
る
文
を
抽
出
し
て
示

下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待

、
大
き
な
嚔
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大

の
こ
の
男
の
心
も
ち
か
ら
云
へ
ば
、
饑

事
さ
へ
出
来
な
い
ほ
ど
、
意
識
の
外
に

は

の
用
法
で
は
あ
る
が
、
下
人
の
具

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
現
場
に

も
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
現
在
の
用
法
で

な
く
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
近
い
存
在

れ
て
い
る
。

、
さ
つ
き
門
の
下
で
、
こ
の
男
に
は
欠

二
九

や
つ
と
急
な
梯
子
を
、
一

。き
な
り
、
梯
子
か
ら
上
へ

慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
よ

公
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ

」
と
表
現
さ
れ
る
の
が
一

現
が

例
が
見
ら
れ
る
が
、

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の

す
。

つ
て
ゐ
た
。

儀
さ
う
に
立
上
つ
た
。

死
な
ど
と
云
ふ
事
は
、
殆
、

追
ひ
出
さ
れ
て
ゐ
た
。

体
的
動
作
を
描
写
す
る
箇

踏
み
込
ん
だ
表
現
で
あ
る

迫
真
的
に
動
作
を
描
写
す

と
し
て
捉
え
解
説
す
る
部

け
て
ゐ
た
勇
気
で
あ
る
。



を
止
め
て
背
景
や
心

男
」
と
言
い
換
え
て

こ
れ
ら
の
傾
向
に

の
２
例
で
あ
る
が

わ
れ
る
。

羅
生
門
の
楼
の

猫
の
や
う
に
身

○
下
人
は
、
太
刀

な
が
ら
、
冷
然

○
下
人
は
、
す
ば

○
下
人
は
、
剥
ぎ

間
に
急
な
梯
子

右
に
挙
げ
た
、
下
人

こ
れ
を
た
ど
る
だ
け

物
語
文
に

う
と
す
る
行
手

○
下
人
は
と
う
と

た
。

○
そ
こ
で
、
下
人

云
つ
た
。

○
下
人
は
、
老
婆

理
の
描
写
を
詳
し
く
す
る
場
合
は

い
る
こ
と
が
分
か
る
。

対
し
て
、
主
人
公
を
「
そ
の
男
」
と
す

、「
そ
の
」
で
支
持
す
る
理
由
は
そ
れ

上
へ
出
る
、
幅
の
広
い
梯
子
の
中
段
に

を
ち
ゞ
め
て
、
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上

を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を

と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
。

や
く
、
老
婆
の
着
物
を
剥
ぎ
と
つ
た
。

と
つ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
わ
き
に
か
ゝ

を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
。

を
主
語
と
す
る
文
は
す
べ
て
話
の
骨
組

で
も
話
の
筋
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し

お
け
る
指
示
語
と
視
点

を
塞
い
で
、
か
う
罵
つ
た
。

う
、
老
婆
の
腕
を
つ
か
ん
で
、
無
理
に

は
、
老
婆
を
見
下
し
な
が
ら
、
少
し
声

の
答
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望
し
た「

下
人
」
を
「
こ
の

る
例
外
は
次
の

ぞ
れ
異
な
る
と
思

、
一
人
の
男
が
、

の
容
子
を
窺
つ
て

と
考
え
ら
れ

そ
の
他
の

四
五
日
前
に

観
的
に
叙
述

表
現
す
る
場

の
視
点
に
よ

に
対
し
て
描

左
の
手
で
お
さ
へ

へ
て
、
ま
た
ゝ
く

み
に
な
っ
て
お
り
、

て
、
事
件
の
展
開

叙
述
さ
れ
た

で
「
一
人
の

い
ず
れ
も
語

す
る
と

そ
の
下

こ
の
例
は

「
見
守
っ
た
」

そ
こ
へ
※
じ
倒
し

を
柔
ら
げ
て
か
う

。

ゐ
た
。

ぬ
ら
し

あ
る
。

高
を
括

こ
の
場
面

に
か
か
る
様

る
（

）。

人
物
に
つ
い
て
は
、
下
人
の
主
人
を

暇
を
出
さ
れ
た
。」
と
す
る
例
が
あ
り

す
る
場
合
で
あ
る
（

）。
老
婆
に
つ

合
が
３
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
出
の

る
描
出
表
現
で
「
こ
の
」
を
用
い
た
場

出
表
現
の
「
そ
の
」
を
用
い
る
の
は
次

も
の
で
、

に
相
当
す
る
表
現
で
あ
る

男

そ
の
男

下
人
」
と
い
う
よ
う
に

り
手
の
視
点
か
ら
遠
い
存
在
と
し
て
捉

、
老
婆
は
、
見
開
い
て
ゐ
た
眼
を
、
一

人
の
顔
を
見
守
つ
た
。

、
老
婆
が
下
人
を
初
め
て
認
識
し
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
老
婆
の
視
点
か 三

楼
の
上
か
ら
さ
す
火
の
光
が
、
か
す
か

て
ゐ
る
。
短
い
鬚
の
中
に
、
赤
く
膿
を

下
人
は
、
始
め
か
ら
、
こ
の
上
に
ゐ
る

つ
て
ゐ
た
。

は
、
語
り
手
の
視
点
に
よ
っ
て
、
男
と

子
を
捉
え
た
表
現
で
あ
り
、
場
面
を
遠「

所
が
そ
の
主
人
か
ら
は
、

、
語
り
手
の
視
点
か
ら
客

い
て
は
「
こ
の
老
婆
」
と

に
示
し
た
よ
う
に
下
人

合
で
あ
る
（

）。
老
婆

の

の
例
で
、
老
婆
が
初

と
考
え
ら
れ
る
。

の
中

言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、

え
た
表
現
で
あ
る
。

層
大
き
く
し
て
、
ぢ
つ
と

少
し
離
れ
た
下
人
の
姿
を

ら
の
描
出
表
現
に
用
い
た

三
〇

に
、
そ
の
男
の
右
の

を

持
つ
た
面
皰
の
あ
る

で

者
は
、
死
人
ば
か
り
だ
と

楼
の
上
か
ら
差
す
光
が
男

景
と
し
て
見
る
視
点
か
ら



物
語
文
に

は
指
示
語
を
含
ま
な

時
に
、
語
り
手
の
視

か
ら
「
そ
の
下
人
」

と
い
う
表
現
は
、
語

点
か
ら
解
説
す
る
部

れ
、

の
よ
う
に

さ
う
し
て
、
そ

少
し
づ
ゝ
動
い

語
弊
が
あ
る
か

こ
れ
を
見
る
と

自
分
の
意
志
に

以
上
述
べ
た
よ
う

在
と
し
て
描
か
れ
る

下
人
の
眼
は

間
を
見
た
。
檜

猿
の
よ
う
な
老

の
木
片
を
持
つ

ゐ
た
。
髪
の
毛

こ
の
文
以
降
は
、
老

め
て
下
人
の
目
の
前

お
け
る
指
示
語
と
視
点

い
「
下
人
」
を
事
件
の
展
開
に
関
わ
る

点
か
ら
「
そ
の
男
」
と
し
て
叙
述
し
た

と
描
写
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
対

り
手
の
視
点
か
ら
近
い
存
在
と
し
て
扱

分
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
主
人
公

「
こ
の
」
で
指
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

れ
と
同
時
に
、
こ
の
老
婆
に
対
す
る
は

て
来
た
。
｜
｜
い
や
、
こ
の
老
婆
に
対

も
知
れ
な
い
。

、
下
人
は
始
め
て
明
白
に
こ
の
老
婆
の

支
配
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
を
意
識
し

に
、「
羅
生
門
」
で
主
人
公
を
表
現
す

例
で
あ
る
（

）。

、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
そ
の
死
骸
の
中

皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、

婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、
右
の
手
に

て
、
そ
の
屍
骸
の
一
つ
の
顔
を
覗
き
こ

の
長
い
所
を
見
る
と
、
多
分
女
の
死
骸

婆
は
下
人
の
視
点
か
ら
間
近
に
い
る
人

に
登
場
す
る
場
面
で
、
下
人
の
視
点
か

叙
述
で
用
い
つ
つ
、

り
、
老
婆
の
視
点

し
て
、「
こ
の
男
」

い
、
語
り
手
の
視

を
表
す
表
現
に
は

時場

ま
ず
、「
こ

何
故
か

（

）。

げ
し
い
憎
悪
が
、

す
る
と
云
つ
て
は
、

生
死
が
、
全
然
、

た
。

る
場
合
、
一
般
に

視
点
か
ら
見

も
、
語
り
手

三
・
二

こ
こ
で
は

取
り
上
げ
る

に
お
い
て
も

（
表
２
）

に
蹲
っ
て
い
る
人

せ
た
、
白
髪
頭
の
、

火
を
と
も
し
た
松

む
や
う
に
眺
め
て

で
あ
ろ
う
。

物
と
し
て
捉
え
ら

部
分
で
用
い

て
詳
し
く
解

の
表
現
上
の

ま
た
、
老

で
は
「
そ
の

在
と
し
て
捉

の
流
れ
に
沿

ら
い
ま
だ
遠
い
存

二
通
り
が
あ

三

こ
の

そ
の

間

３

２

所

５

０

の
＋
時
間
」
の
例
か
ら
挙
げ
る
。

と
云
う
と
、
こ
の
二
三
年
、
京
都
に
は

て
「
こ
の
老
婆
」
と
い
う
こ
と
で
、
同

の
視
点
に
よ
る
「
こ
の
男
」
と
は
そ
の

被
修
飾
語
が
時
間
・
空
間
の
名
詞
の
場

、「
こ
の
」「
そ
の
」
が
時
間
や
空
間
を

。「
羅
生
門
」
で
は
、
表
２
の
よ
う
に

、「
こ
の
」
の
使
用
が
優
勢
で
あ
る
。

時
間
・
場
所
に
か
か
る
指
示
語

る
「
下
人
」「
そ
の
男
」
と
い
う
表
現

説
・
描
写
を
す
る
「
こ
の
男
」
と
い
う

機
能
を
分
担
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

婆
に
対
し
て
は
、
下
人
の
視
点
か
ら
は

老
婆
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

え
て
以
降
は
、「
こ
の
老
婆
」
に
変
化

っ
た
指
示
語
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て

る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

三
一

、
地
震
と
か
辻
風
と
か
火

じ
く
「
こ
の
」
を
用
い
て

意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。

合表
す
名
詞
に
係
る
場
合
を

「
時
間
」「
場
所
」
い
ず
れ

と
、
事
件
の
展
開
を
止
め

表
現
と
に
分
か
れ
、
物
語

。じ
め
て
老
婆
を
見
る
段
階

を
認
識
し
て
目
の
前
の
存

し
て
お
り
、
人
物
の
認
識

い
る
。
こ
れ
は
、
下
人
の

事
件
の
展
開
を
叙
述
す
る



し
か
し
下
人
に

人
の
髪
の
毛
を

悪
で
あ
つ
た
。

は
、
冒
頭
の
「
何

て
、
羅
生
門
の
周
り

も
文
末
の
「
選
ん

断
に
関
わ
る
箇
所
の

棲
む
。
盗
人
が

を
、
こ
の
門
へ

そ
こ
で
、
日
の

こ
の
門
の
近
所

こ
の
時
、
誰
か

た
、
饑
死
を
す

ら
、
恐
ら
く
下

物
語
文
に

事
と
か
饑
饉
と

方
は
一
通
り
で

そ
の
丹
が
つ
い

み
重
ね
て
、
薪

末
で
あ
る
か
ら

が
な
か
つ
た
。

と
っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅

抜
く
と
云
ふ
事
が
、
そ
れ
だ
け
で
既
に

故
か
と
云
う
と
」
か
ら
末
尾
の
「
の
で

に
人
が
い
な
い
理
由
を
説
明
す
る
箇
所

だ
こ
と
で
あ
ら
う
」
と
あ
り
、
語
り
手

使
用
例
で
あ
る
（

）。

は
「
許
す

棲
む
。
と
う
と
う
し
ま
ひ
に
は
、
引
取

持
つ
て
来
て
、
棄
て
て
行
く
と
云
ふ
習

目
が
見
え
な
く
な
る
と
、
誰
で
も
気
味

へ
は
足
ぶ
み
を
し
な
い
事
に
な
つ
て
し

が
こ
の
下
人
に
、
さ
つ
き
門
の
下
で
こ

る
か
盗
人
に
な
る
か
と
云
ふ
問
題
を
、

人
は
、
何
の
未
練
も
な
く
、
饑
死
を
選

お
け
る
指
示
語
と
視
点

か
云
ふ
災
が
つ
ゞ
い
て
起
つ
た
。
そ
こ

は
な
い
。
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏

た
り
、
金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木

の
料
に
売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る

、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
元
よ
り
誰

す
る
と
そ
の
荒
れ
果
て
た
の
を
よ
い
事

生
門
の
上
で
、
死

許
す
べ
か
ら
ざ
る

あ
る
」
に
わ
た
っ

に
用
い
て
お
り
、

に
よ
る
推
測
や
判

べ
か
ら
ざ
る
悪
で

来
て
、

そ
こ
で

こ
の
門

さ
う
し

ま
ふ
ば

こ
の
雨

ど
う
せ

り
手
の
な
い
死
人

慣
さ
へ
出
来
た
。

を
悪
る
が
つ
て
、

ま
つ
た
の
で
あ
る
。

の
男
が
考
へ
て
ゐ

改
め
て
持
出
し
た

ん
だ
事
で
あ
ら
う
。

そ
の

の
耳
へ

の
よ
う
に
、

語
と
し
て
用

時
間
の
表
現

一
方
、
場

と
う
と

で
洛
中
の
さ
び
れ

具
を
打
砕
い
て
、

を
、
路
ば
た
に
つ

。
洛
中
が
そ
の
始

も
捨
て
ゝ
顧
る
者

に
し
て
、
狐
狸
が

あ
つ
た
」
と

る
と
考
え
ら

そ
れ
に
対

っ
て
、下

人
の

を
見
た

棄
て
ゝ
行
く
と
云
ふ
習
慣
さ
へ
出
来
た

、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、
誰
で

の
近
所
へ
は
足
ぶ
み
を
し
な
い
事
に
な

て
、
こ
の
門
の
上
へ
持
つ
て
来
て
、
犬

か
り
で
あ
る
。

の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を

た
だ
の
者
で
は
な
い
。

時
、
そ
の
喉
か
ら
、
鴉
の
啼
く
や
う
な

伝
は
つ
て
来
た
。

「
見
た
」「
来
た
」
な
ど
の
よ
う
な
具
体

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
事
件
の
展

は
「
そ
の
」
を
用
い
て
い
る
（

）。

所
の
表
現
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
こ
の
」

う
し
ま
ひ
に
は
、
引
取
り
手
の
な
い
死 三

あ
る
こ
と
か
ら
登
場
人
物
の
視
点
に
重

れ
る
（

）。

し
て
、「
そ
の
＋
時
間
」
は
、
も
っ
ぱ

眼
は
、
そ
の
時
、
は
じ
め
て
そ
の
死
骸

。

。も
気
味
を
悪
る
が
つ
て
、

つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

の
や
う
に
棄
て
ら
れ
て
し

と
も
し
て
ゐ
る
か
ら
は
、

声
が
、
喘
ぎ
喘
ぎ
、
下
人

的
な
動
作
に
か
か
る
修
飾

開
を
叙
述
す
る
部
分
で
は
、

が
用
い
ら
れ
る
。

人
を
、
こ
の
門
へ
持
つ
て

三
二

な
る
描
出
表
現
の
例
で
あ

ら
「
そ
の
時
」
の
形
を
と

の
中
に
蹲
つ
て
ゐ
る
人
間



物
語
文
に

門
」
と
い
う
表
現
が

て
「
下
人
」
の
よ
う

持
つ
と
思
わ
れ
る
。

で
雨
や
み
を
待
つ
て

と
場
所
を
表
現
し
た

測
（

）
の
部
分
で

以
上
の
よ
う
に
、

り
手
に
よ
る
解
説
的

る
の
に
対
し
て
、「
そ

所
で
用
い
ら
れ
て
い

な
お
、「
羅
生
門
」

「
こ
の
門
」
と
同
じ
内

の
勇
気
と
は
、

こ
れ
ら
の
例
で
、

例
で
、
下
人
の
視
点

は
、
語
り
手
の
視
点

（

）
や
下
人
の

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ

語
り
手
の
視
点
に
よ

さ
う
し
て
、
又

お
け
る
指
示
語
と
視
点

あ
る
。
こ
れ
は
、
人
物
の
場
合
に
も

に
指
示
語
を
伴
わ
な
い
例
が
あ
っ
た
の

例
え
ば
、
冒
頭
の
一
文
「
一
人
の
下
人

ゐ
た
。」
と
い
う
例
は
、
指
示
語
を
伴

典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、「

あ
る
。

「
羅
生
門
」
で
は
「
こ
の
＋
時
間
」「
こ

描
写
や
、
登
場
人
物
の
視
点
に
重
な
る

の
＋
時
間
」
は
、
具
体
的
な
事
件
の

る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
「
そ
の
＋
場
所
」
と
い
う
例
が

容
を
指
す
も
の
と
し
て
、
指
示
語
を

全
然
、
反
対
な
方
向
に
動
か
う
と
す
る

の
「
こ
の
羅
生
門
」
と
い
う
例
は

と

に
重
な
る
描
出
表
現
の
例
（

）
で
あ

か
ら
「
こ
の
門
」
と
捉
え
て
、
羅
生

心
理
（

）
の
説
明
を
し
て
い
る
箇

も
事
件
の
展
開
を
叙
述
す
る
箇
所
で
の

る
説
明
（

）
や
、
登
場
人
物

さ
つ
き
こ
の
門
の
上
へ
上
つ
て
、
こ
の「

こ
の
男
」
に
対
し

と
同
様
の
機
能
を

が
、
羅
生
門
の
下

わ
ず
物
語
の
人
物

下
人
」「
羅
生
門
」

る
場
合
を
扱

（
表
３
）

事物

の
＋
場
所
」
は
語

描
出
表
現
に
用
い

展
開
を
述
べ
る
箇

な
い
の
で
あ
る
が
、

伴
わ
な
い
「
羅
生

ら
詳
し
く
描

よ
う
に
、
指

三
・
三

前
節
で
は

こ
こ
で
は
、

て
た
の
」
等

物
体
を
表
す

勇
気
で
あ
る
。

類
似
し
た
表
現
の

り
、
そ
の
他
の
例

門
の
周
辺
の
様
子

所
で
あ
る
（

）。

使
用
で
は
な
く
、

の
視
点
に
よ
る
推

点
を
と
っ
て

羅
生
門
を
つ

「
羅
生
門
の
楼

の
や
う
に
身

の
よ
う
に
表

と
い
え
る
（

が
よ
く
現
れ

老
婆
を
捕
へ
た
時

な
ど
の
形
の

三

う
。
表
３
に
そ
の
結
果
を
示
し
た
。

事
柄
・
物
体
に
か
か
る
指
示
語

こ
の

そ
の

柄

４

４

体

０

写
し
た
り
心
理
を
述
べ
る
と
き
に
は
、

示
語
を
含
む
表
現
に
な
る
の
で
あ
る
。

被
修
飾
語
が
事
柄
・
物
体
の
名
詞
の
場

時
間
や
場
所
な
ど
物
語
の
枠
組
み
に
な

物
語
の
中
に
現
れ
る
具
体
的
な
事
柄

、
心
理
〈「
す
れ
ば
」「
意
識
」
等
、

名
詞
（「
羅
生
門
」「
門
」
は
場
所
で
扱

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
物
語

ゝ
ん
で
、
遠
く
か
ら
、
ざ
あ
つ
と
云
ふ

の
上
へ
出
る
、
幅
の
広
い
梯
子
の
中

を
ち
ゞ
め
て
、
息
を
殺
し
な
が
ら
、
上

現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
場
面
を
遠
景
と

「
下
人
」
を
「
一
人
の
男
」
と
表
現
し

て
い
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
語
り
手

ま
ま
で
、「
そ
の
時
」
と
同
じ
く
、
場

三
三

「
こ
の
男
」「
こ
の
門
」
の

合る
名
詞
を
取
り
上
げ
た
が
、

（
状
況
〈「
始
末
」「
荒
れ
果

会
話
〈「
話
」
等
）
や
、

っ
た
の
で
除
く
）
に
か
か

の
展
開
部
で
も
、「
雨
は
、

音
を
あ
つ
め
て
来
る
。」

段
に
、
一
人
の
男
が
、
猫

の
容
子
を
窺
つ
て
ゐ
た
。」

し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る

て
い
る
と
こ
ろ
に
も
そ
れ

の
視
点
や
人
物
の
視
点
か

面
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
視



な
る
よ
り
外
に

の
、
勇
気
が
出

さ
う
し
て
こ
の

何
時
の
間
に
か

下
人
は
、
太
刀

な
が
ら
、
冷
然

は
、
一
見
下
人
の

る
（

）。

こ
れ
に
対
し
て
、

る
が
、
い
ず
れ
も
、

し
か
し
こ
の
「

で
あ
つ
た
。

下
人
は
、
手
段

れ
ば
」
の
か
た

物
語
文
に

ま
ず
、「
そ
の
＋
事
柄

洛
中
が
そ
の
始

捨
て
ゝ
顧
る
者

す
る
と
そ
の
荒

す
る
と
、
そ
の

こ
れ
ら
の
例
は
、
い

仕
方
が
な
い
」
と
云
ふ
事
を
、
積
極
的

ず
に
ゐ
た
の
で
あ
る
。

意
識
は
、
今
ま
で
け
は
し
く
燃
え
て
ゐ

冷
ま
し
て
し
ま
つ
た
。

を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を

と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
。

心
理
を
語
り
手
の
視
点
か
ら
解
説
し
て

「
こ
の
＋
事
柄
」
の
場
合
が
次
の
よ
う

登
場
人
物
の
視
点
に
重
な
る
描
出
表
現

す
れ
ば
」
は
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
、

を
選
ば
な
い
と
い
ふ
事
を
肯
定
し
な
が

を
つ
け
る
為
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来

お
け
る
指
示
語
と
視
点

」
の
例
を
挙
げ
る
。

末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど

が
な
か
つ
た
。

れ
果
て
た
の
を
よ
い
事
に
し
て
、
狐
狸

気
色
が
、
先
方
へ
も
通
じ
た
の
で
あ
ら

ず
れ
も
語
り
手
の
視
点
か
ら
事
柄
を
解

に
肯
定
す
る
だ
け

た
憎
悪
の
心
を
、

左
の
手
で
お
さ
へ

い
る
例
（

）
と

つ
て
ゐ

昼
間
見

り
を
啼

唯
、
所

た
石
段

え
る
。

以
上
の
よ

に
４
例
が
見
ら
れ

の
場
合
で
あ
る
。

結
局
「
す
れ
ば
」

ら
も
、
こ
の
「
す

る
可
き
「
盗
人
に

容
を
表
す
部

ま
た
、「
そ

語
り
手
の
視

を
受
け
同
じ

点
か
ら
「
そ

旧
記
に

銀
の
箔

は
、
元
よ
り
誰
も

が
棲
む
。

う
。

説
す
る
部
分
で
あ

も
解
せ
る
が

表
現
が
あ
る

」
と
自

出
表
現
の
例

下
人
の
意
識

（

）。
こ
の

た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

る
と
、
そ
の
鴉
が
何
羽
と
な
く
輪
を
描

き
な
が
ら
、
飛
び
ま
は
つ
て
ゐ
る
。

々
、
崩
れ
か
ゝ
つ
た
、
さ
う
し
て
そ
の

の
上
に
、
鴉
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
こ

う
に
、
事
柄
に
し
ろ
物
体
に
し
ろ
語
り

分
で
は
「
こ
の
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

の
＋
物
体
」
の
場
合
は
「
そ
の
＋
事

点
か
ら
物
体
を
解
説
す
る
部
分
で
あ
る

内
容
を
繰
り
返
す
の
は
、
説
明
的
な
表

の
」
を
用
い
た
客
観
的
な
表
現
に
な
り

よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、

が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
路
ば
た
に
つ 三

、

に
「
勇
気
が
出
ず
に
ゐ
た
の
で
あ

こ
と
か
ら
、

・

は
と
も
に
下
人

問
自
答
し
、
自
分
の
言
葉
を
身
近
な
も

（

）
と
解
釈
で
き
る
。

・

の
場

・
感
覚
を
語
り
手
の
視
点
か
ら
共
感
的

よ
う
に
、
描
出
表
現
に
よ
っ
て
、
人
物

い
て
、
高
い
鴟
尾
の
ま
は

崩
れ
目
に
長
い
草
の
は
へ

び
り
つ
い
て
ゐ
る
の
が
見

手
の
視
点
か
ら
解
説
描
写

で
あ
る
。

柄
」
の
場
合
と
同
じ
く
、

（

）。
前
出
す
る
事
物

現
で
あ
り
、
語
り
手
の
視

や
す
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金

み
重
ね
て
、
薪
の
料
に
売

三
四

る
」
と
い
う
思
考
・
感
覚

が
「
す
れ
ば
、
す
れ
ば

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
描

合
も
、
描
出
表
現
の
中
で

に
表
現
す
る
場
合
で
あ
る

の
心
理
・
感
覚
を
表
す
内



物
語
文
に

が
用
い
ら
れ
る

３

事
柄
・
物
体

「
そ
の
」
が
用
い

用
い
ら
れ
る
（

こ
れ
ら
の
諸
点
か

で
は
、「
こ
の
」

場
合
は
、
登
場

「
こ
の
」（

）

２

時
間
・
場
所

を
含
ま
な
い
表

表
現
が
用
い
ら

説
的
に
述
べ
た

は
「
こ
の
」
が
用
い

四

以
上
か
ら
、「
羅
生

め
る
こ
と
が
で
き
る

１

人
物
の
表
現

て
事
件
が
展
開

す
る
と
き
に
は
「
そ

お
け
る
指
示
語
と
視
点

。を
指
示
す
る
表
現
で
は
、
そ
れ
ら
を
解

ら
れ
（

）、
描
出
表
現
な
ど
に
お
い

）。
ら
、「
こ
の
」
は
、
人
物
・
時
間
・
空

を
用
い
る
の
が
基
本
で
あ
る
（

）。

人
物
の
心
理
の
流
れ
に
沿
っ
て
「
そ

へ
変
化
す
る
。

の
表
現
は
、
事
件
の
展
開
に
関
わ
る
部

現
（「
羅
生
門
」
な
ど
の
表
現
）
や

れ
る
（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
語
り

り
（

）、
描
出
表
現
に
な
る
場
合
（

ら
れ
る
と
言
え
る
。

ま
と
め

門
」
に
お
け
る
指
示
語
の
役
割
は
、

で
あ
ろ
う
。

は
、
指
示
語
を
含
ま
な
い
「
下
人
」
と

し
て
い
く
。
語
り
手
の
視
点
か
ら
解
説

の
」
を
用
い
、
登
場
人
物
の
視
点
に
重

説
す
る
部
分
で
は

て
は
「
こ
の
」
が

間
・
事
柄
・
物
体

日
の
空
模
様

響
し
た
。」
と

く
表
現
（
現

語
「

の
「
こ
の
」

描
出
表
現
に
よ
る

の
」（

）
か
ら

分
で
は
、
指
示
語

「
そ
の
時
」
な
ど
の

手
の
視
点
か
ら
解

）
に
は
「
こ
の
」

事
件
の
展
開

言
う
と
、
デ

内
容
を
作
る

ま
た
、「
羅

る
「
下
人
」

事
件
の
展
開

の
よ
う
な
客

次
の
よ
う
に
ま
と

い
う
表
現
に
よ
っ

的
に
述
べ
る
部
分

「
こ
の
」
に
よ

感
を
与
え
る

は
特
定
の
人

「
門
」）
を
語

作
者
が
特
に

る
。
こ
れ
に

説
・
描
写
し

な
る
描
出
表
現
で

の
い
ず
れ
に

三

も
少
か
ら
ず
、
こ
の
平
安
朝
の
下
人
の

い
う
印
象
的
な
文
が
あ
る
。
こ
の
文

代
の
視
点
か
ら
「
平
安
朝
の
下
人
」
と

」
で
表
現
し
た
り
す
る
点

や
描
出
表
現
に
解
せ
る
「

を
叙
述
す
る
表
現
で
は
「
そ
の
時
」
が

ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
的
な
表
現
を
作
る
「
そ

「
こ
の
」
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
と

生
門
」
で
の
人
物
表
現
の
特
徴
と
し

と
い
う
表
現
と
現
場
視
点
に
よ
る
「
こ

部
と
解
説
部
と
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い

観
的
視
点
と
現
場
視
点
と
が
混
交
し
た

っ
て
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
描
く
こ

要
因
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
描
出
表

物
（「
下
人
」「
男
」）、
時
間
（「
雨
の

り
手
の
視
点
か
ら
解
説
・
描
写
す
る
表

焦
点
を
当
て
よ
う
と
し
て
現
場
の
視
点

対
し
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
客
観
的
な

よ
う
と
す
る
表
現
で
は
「
そ
の
」
を
用

お
い
て
も
、
描
出
表
現
に
用
い
ら
れ
や

三
五

に
影

は
、
客
観
的
視
点
に
基
づ

し
た
り
、
現
代
的
に
外
国

）
と
と
も
に
、
現
場
視
点

に
影
響
し
た
」
な

用
い
ら
れ
る
。
総
括
的
に

の
」、
ミ
メ
ー
シ
ス
的
な

言
え
よ
う
。

て
、
客
観
的
な
視
点
に
よ

の
男
」
と
い
う
表
現
が
、

る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

例
と
し
て
「
そ
の
上
、
今

と
は
、「
羅
生
門
」
に
臨
場

現
以
外
で
は
、「
こ
の
」

夜
」）、
場
所
（「
羅
生
門
」

現
に
多
い
。
こ
れ
ら
は
、

か
ら
描
写
し
た
物
事
で
あ

態
度
で
事
柄
・
物
体
を
解

い
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た

す
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。



叙
法
を
意
味
し
、

な
ど
に
よ
る
演
劇

後
者
を
「
解
説
（

た
。な

お
、
本
稿
に

今
昔
物
語
集
の
文

十
四
年
）
に
示
し

の
筋
を
俯
瞰
的
に

合
、

人
物
か
ら

林
四
郎
「
指
示

機
に
よ
る
国
語
研

の
「
こ
の
」「
そ
の

場
所
の
語
句
に
続

向
を
持
っ
て
い
る

示
語
の
機
能
」（『

は
語
り
手
の
重
要

骨
格
と
な
る
語
句

は
語
り
手
か
ら
時

デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ

物
語
文
に

ど
の
表
現
が
併
せ
て

描
く
点
は
こ
の
作
品

の
作
品
内
で
の
指
示

の
指
示
語
の
機
能
や

注

ミ
メ
ー
シ
ス
（
模
倣

）
は
そ
れ

的
な
再
現
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
前
者

す
る
）」「
描
写
（
す
る
）」「
描
出
表
現
」
な

示
し
た

の
分
類
は
、
拙
稿
「
物
語
文

章
を
通
し
て
｜
｜
」（『
日
本
語
学
と
言
語
学

た
視
点
に
よ
る
文
の
類
別
に
対
応
す
る
。
こ

叙
述
す
る
場
合
、

人
物
の
動
作
を
継
起
的

見
た
現
場
の
様
子
や
人
物
の
内
的
心
情
・
思

代
名
詞
『
こ
の
』『
そ
の
』
の
働
き
と
前
後

究

』
国
立
国
語
研
究
所

昭
和
四
七
年

」
と
被
修
飾
語
と
の
関
わ
り
を
調
査
し
て

き
や
す
く
、
現
場
指
示
を
特
色
と
す
る
「
こ

こ
と
な
ど
を
示
し
て
い
る
。
片
村
恒
雄
「
文

表
現
研
究
』

昭
和
五
九
年
）
は
、「
羅

視
す
る
「
下
人
」「
老
婆
」「
羅
生
門
」
な
ど

を
自
己
に
引
き
つ
け
て
現
場
指
示
的
に
強

間
空
間
上
距
離
を
お
い
て
表
現
す
る
素
材
に

ス
（
物
語

）
は
、
対
話
を
含
ま

お
け
る
指
示
語
と
視
点

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
複

の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る

語
の
観
察
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に

文
章
文
体
形
成
上
の
役
割
を
明
ら
か
に

と
対
比
的
に
、
対
話

を
「
叙
述
（
す
る
）」、

ど
の
用
語
で
記
述
し

の
表
現
と
視
点
｜
｜

』
明
治
書
院

平
成

の
論
で
、

出
来
事

・
連
続
的
に
描
く
場

考
を
叙
述
す
る
場
合

の
と
し
て

「
こ
」
に

「
日
本
語

「
感
情
移

を
話
し
手

こ
の
場
合

「
そ
」
に

井
手
至

七
年
九
月

関
係
」（『
電
子
計
算

）
で
は
、「
高
瀬
舟
」

、「
そ
の
」
は
時
間
や

の
」
と
対
照
的
な
傾

章
表
現
に
お
け
る
指

生
門
」
の
「
こ
の
」

に
か
か
っ
て
作
品
の

く
表
現
し
、「
そ
の
」

用
い
る
と
す
る
。

な
い
純
粋
な
物
語
的

「
描
出
表

か
れ
る
も

テ
ク
ス
ト

げ
た
「
発

た
。阪

田
雪

論
集
』

「
話
し
手

も
の
と
し

線
的
な
視
点
か
ら

。
さ
ら
に
、
多
く

よ
っ
て
、
物
語
文

し
た
い
。

を
挙
げ
た

語
り
手
の

点
に
よ
る

拙
稿

（『
同
志
社

月
）。馬

場
俊

文
学
』

ソ
系
で
指
示
す
る
」
と
し
た
。
こ
れ
は
本

相
当
す
る
。
ま
た
描
出
表
現
に
相
当
す
る

の
指
示
詞
コ
ソ
ア
の
体
系
」（『
指
示
詞
』
ひ

入
」
に
よ
っ
て
「
テ
ク
ス
ト
中
で
語
ら
れ
る

（
書
き
手
）
が
自
分
と
同
一
視
す
る
」
場
合

の
「
こ
」
は
、
本
稿
の

の
用
法
に
相

つ
い
て
は
従
来
明
確
な
指
摘
は
な
い
よ
う
で

「
文
脈
指
示
語
と
文
章
」（『
国
語
国
文
』
第

） 現
」
と
は
、
語
り
手
の
視
点
が
登
場
人
物
の

の
で
あ
る
。「
描
出
表
現
」
に
扱
う
条
件
は

｜
｜
関
係
・
効
果
・
様
相
｜
｜
』（
ひ
つ
じ

話
・
思
考
、
感
情
・
感
覚
、
視
覚
・
聴
覚
」

子
「
指
示
語
『
コ
・
ソ
・
ア
』
の
機
能
に
つ

昭
和
四
六
年
）
で
は
、
文
章
に
お
け
る

は
先
行
の
叙
述
内
容
を
主
体
的
に
捉
え
た
場

て
コ
系
で
指
示
し
、
客
観
的
に
捉
え
た
場
合 三

が
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
遠
い
存
在
を
示
す

視
点
か
ら
近
い
存
在
を
示
す
「
こ
」
は
右
の

「
こ
」「
そ
」
は
右
の

に
対
応
す
る
。

「
物
語
文
の
表
現
と
文
末
形
式
｜
｜
芥
川
作
品

国
文
学
』
第

号
・
第

号

平
成
十
五

臣
「
指
示
語
文
脈
指
示
の
コ
系
・
ソ
系
の
使

北
海
道
教
育
大
学

平
成
三
年
）

稿
の
分
類

の
「
そ
」・

の

「
こ
」
に
つ
い
て
は
、
吉
本
啓

つ
じ
書
房

平
成
四
年
）
で
、

想
像
上
の
世
界
の
あ
る
人
物

の
用
法
を
指
摘
し
て
い
る
。

当
す
る
が
、

に
相
当
す
る

あ
る
。

二
十
一
巻
八
号

昭
和
二
十

視
点
と
共
感
的
に
な
っ
て
描

、
野
村
真
木
夫
『
日
本
語
の

書
房

平
成
十
二
年
）
が
挙

の
叙
述
内
容
を
基
準
に
考
え

い
て
」（『
東
京
外
国
語
大
学

文
脈
指
示
の
用
法
に
つ
い
て

合
に
は
、
自
分
の
領
域
内
の

に
は
、
自
分
の
領
域
外
の
も

三
六「

そ
」
は
右
の

に
対
応
、

に
対
応
、
登
場
人
物
の
視

を
通
し
て
｜
｜（
上
）（
下
）」

年
十
二
月
・
平
成
十
六
年
三

い
分
け
に
つ
い
て
」（『
語
学


