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︱
今
昔
物
語
集
・
古
事
談
と
の
比
較

︱

藤

井

俊

博

一

は
じ
め
に

助
動
詞
﹁
け
り
﹂
の
﹁
枠
づ
け
﹂
の
機
能
に
つ
い
て
阪
倉
篤
義①
が
指
摘
し
て

以
来
︑﹁
け
り
﹂
の
持
つ
テ
ク
ス
ト
機
能
は
今
日
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
︒
こ
の
﹁
け
り
﹂
の
﹁
枠
づ
け
﹂
機
能
の
検
討
は
︑
物
語
の
文
章
構
造

を
分
析
す
る
際
に
有
効
な
観
点
で
あ
り
︑
多
く
の
作
品
の
分
析
を
通
じ
て
︑
作

品
や
時
代
毎
の
傾
向
を
幅
広
く
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒

筆
者
は
︑
前
稿②
で
今
昔
物
語
集
︵
以
下
︑﹁
今
昔
﹂
と
す
る
︶
を
対
象
に

﹁
け
り
﹂
の
﹁
枠
づ
け
﹂
機
能
を
検
討
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
け
り
﹂
が
始
発
機

能
と
し
て
冒
頭
第
一
文
の
存
在
提
示
文
に
用
い
ら
れ
︑
ま
た
終
結
機
能
と
し
て

事
件
の
終
局
部
や
評
語
部
の
後
日
談
に
使
用
さ
れ
︑
こ
の
枠
に
よ
っ
て
事
件
を

纏
め
る
と
と
も
に
︑
評
語
部
と
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
た
︒

本
稿
は
前
稿
を
受
け
て
︑
宇
治
拾
遺
物
語
︵
以
下
﹁
宇
治
﹂
と
す
る
︶
の

﹁
け
り
﹂
が
﹁
枠
づ
け
﹂
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
︒
宇
治
は
︑
和
文
的
文
体
の
傾
向
が
強
く
︑
今
昔
の
よ
う
な
漢
文
訓
読

的
要
素
を
含
む
説
話
集
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
前
稿
で

の
今
昔
の
結
果
や
出
典
の
古
事
談
と
比
較
し
て
︑
こ
の
点
を
考
察
し
て
い
く
︒

な
お
︑
本
文
は
今
昔
と
宇
治
は
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
用
い
︑
古
事

談
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
た
︒
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
︑
宣

命
体
も
通
行
体
に
改
め
て
引
用
し
た
︒

二

宇
治
拾
遺
物
語
に
お
け
る
枠
構
造
の
検
証

ま
ず
︑
宇
治
の
全

話
に
つ
い
て
︑
文
末
の
﹁
け
り
﹂︵
終
止
形
・
連
体
形
︶

197

の
位
置
に
よ
っ
て
話
型
を
類
別
し
て
み
る
︒
話
型
の
分
析
方
法
は
︑
今
昔
に
つ

い
て
論
じ
た
前
稿
の
方
法
に
お
お
む
ね
準
じ
︑
次
の
よ
う
に
冒
頭
部
・
展
開

部
・
終
局
部
・
評
語
部
に
分
け
て
文
章
構
造
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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冒
頭
部

↓

(冒
頭
部
)

展
開
部
︵
発
端
・
発
展
)

終
局
部

↓

評
語
部

↓

(語
り
部
)

(評
語
部
)

今
昔
の
文
章
で
は
︑
冒
頭
部
と
語
り
部
と
は
︑﹁
而
ル
間
﹂
な
ど
で
区
切
ら

れ
る
と
い
う
形
式
の
面
や
︑﹁
け
り
﹂
叙
述
の
有
無
な
ど
文
体
の
面
で
区
分
で

き
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
の
だ
が
︑
宇
治
の
文
章
で
は
︑
冒
頭
部
の
段
落
が

形
式
や
文
体
の
面
で
今
昔
ほ
ど
独
立
的
で
は
な
く
︑
展
開
部
と
連
続
的
に
な
っ

て
い
る
傾
向
が
強
い
︒
し
か
し
︑
内
容
面
か
ら
主
人
公
や
事
物
の
存
在
提
示
︑

名
前
・
氏
素
性
・
性
質
・
日
常
的
行
動
等
の
解
説
︑
事
件
に
至
る
ま
で
の
行

動
・
行
跡
の
叙
述
を
冒
頭
部
と
し
て
扱
う
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
た
め
︑
右

の
内
容
面
か
ら
冒
頭
部
を
認
定
す
る
︒
続
い
て
︑
中
心
的
な
事
件
と
し
て
︑
主

人
公
が
事
件
の
現
場
で
と
る
行
動
を
継
起
的
・
迫
真
的
に
描
く
叙
述
を
語
り
部

と
し
て
捉
え
︑
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
部
と
終
局
部
︵
末
尾
の
二
文
︶
に
分
け
る
︒

そ
れ
に
続
く
評
語
部
は
︑
中
心
的
な
事
件
終
了
後
の
﹁
後
日
談
﹂︑
事
件
の
内

容
の
﹁
解
説
﹂
や
﹁
批
評
﹂︑
話
の
﹁
伝
承
﹂︑
話
か
ら
得
ら
れ
る
﹁
教
訓
﹂
な

ど
補
足
的
な
叙
述
を
含
む
内
容
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
宇
治
で
は
冒
頭
部
と
展
開

部
が
連
続
し
た
一
文
の
例
が
多
い
︒
展
開
部
の
文
末
に
﹁
け
り
﹂
が
使
わ
れ
て

い
る
場
合
は
︑
冒
頭
部
と
展
開
部
の
両
方
に
﹁
け
り
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
扱
う
︒
ま
た
︑
一
文
で
構
成
さ
れ
る
話
も
あ
る
が
︑
冒
頭
部
・
展
開

部
・
終
局
部
・
評
語
部
の
要
素
に
﹁
け
り
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
扱

う
︵
第
六
一
話
︑
第
一
四
九
話
・
第
一
五
〇
話
︶︒
長
文
の
引
用
部
分
を
含
む

一
文
の
第
一
二
三
話
は
︑
引
用
部
分
を
全
て
展
開
部
と
す
る
︒

以
上
の
内
容
に
つ
い
て
︑﹁
け
り
﹂
が
使
用
さ
れ
る
位
置
を
基
準
に
話
型
を

分
類
す
る
︒
分
類
方
法
は
︑
今
昔
を
分
析
し
た
前
稿
に
準
じ
て
︑
展
開
部
の

﹁
け
り
﹂
の
有
無
を
大
き
な
基
準
と
し
︑
枠
構
造
を
な
す
︵
一
︶
展
開
部
に

﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の
と
︑︵
二
︶
展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
も
の
と

に
分
け
る
︒
こ
の
︵
一
︶︵
二
︶
の
区
分
は
︑
文
末
用
法
の
﹁
け
り
﹂
を
基
準

と
し
た
も
の
で
あ
る
︵
以
下
﹁
け
り
﹂
は
文
末
用
法
を
指
す
︶
が
︑
後
述
す
る

よ
う
に
︑
宇
治
で
は
今
昔
と
異
な
り
展
開
部
の
文
中
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
の

形
が
用
い
ら
れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︵
以
下
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
は
文
中
用
法

を
指
す
︶︒
そ
こ
で
︑
こ
こ
で
は
文
中
用
法
を
類
別
の
基
準
か
ら
外
し
︑
文
末

用
法
の
位
置
に
よ
っ
て
分
類
し
つ
つ
︑
展
開
部
で
の
文
中
用
法
を
含
む
場
合
の

例
数
は
︵

︶
内
に
分
け
て
示
す
こ
と
に
し
た
︒
し
た
が
っ
て
︑︵
一
︶
で
の

括
弧
内
の
数
字
は
展
開
部
に
文
中
用
法
は
あ
る
が
︑
文
末
用
法
が
な
い
場
合
を

示
す
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑﹁
け
り
﹂
の
他
に
︑﹁
き
﹂
が
冒
頭
部
・
終
局
部
・

評
語
部
の
枠
の
位
置
に
用
い
ら
れ
る
た
め
︑﹁
き
﹂
を
﹁
け
り
﹂
に
準
じ
て
集

計
し
た
︒

︵
一
︶

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の

総
計

話
︵

話
)

27

51

Ａ

冒
頭
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

Ｂ

冒
頭
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵

話
)

12
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Ｃ

冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵

話
)

18

Ｄ

冒
頭
部
に
の
み
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

Ｅ

終
局
部
に
の
み
用
い
る
も
の

	
話
︵
�
話
)

Ｆ

評
語
部
に
の
み
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

Ｇ

終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

︵
二
︶

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
も
の

総
計

話
︵

話
)

11

103

Ｈ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の



話
︵
�
話
)

Ｉ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵

話
)

32

Ｊ

冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵

話
)

46

Ｋ

冒
頭
部
と
展
開
部
に
用
い
る
も
の



話
︵
�
話
)

Ｌ

展
開
部
と
終
局
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

Ｍ

展
開
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

	
話
︵
�
話
)

Ｎ

展
開
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

Ｏ

展
開
部
に
の
み
用
い
る
も
の

	
話
︵
	
話
)

︵
三
︶

一
話
の
う
ち
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の

総
計

	
話
︵
�
話
)

全
般
の
傾
向
と
し
て
は
︑︵
一
︶
の
中
で
は
Ｃ
﹁
冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語

部
﹂
が
多
く
︑︵
二
︶
の
中
で
は
Ｊ
﹁
冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部
と
評
語
部
﹂

が
多
い
点
な
ど
︑
前
稿
で
指
摘
し
た
今
昔
と
共
通
し
て
い
る
面
が
見
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑︵
一
︶︵
二
︶︵
三
︶
の
比
率
で
は
︑
今
昔
の
場
合
と
比
較
し
て
や

や
異
な
る
点
も
認
め
ら
れ
る
︒
今
昔
で
枠
構
造
を
な
す
︵
一
︶
の
比
率
が
説
話

総
数
の

％
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
︑
宇
治
で
は
︵
一
︶
の
比
率
は
総
数
の

50

％
で
あ
り
︑
枠
構
造
を
な
す
話
型
が
や
や
少
な
い
点
が
窺
え
る
︒

40
次
に
︑
枠
構
造
を
な
す
︵
一
︶
の
場
合
を
中
心
に
考
え
る
と
︑
宇
治
で
は
Ｂ

﹁
冒
頭
部
と
終
局
部
﹂・
Ｃ
﹁
冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語
部
﹂
に
用
い
る
場
合
が

特
に
多
く
︑
や
は
り
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
を
中
心
に
用
い
て
い
た
今
昔
と
類
似
し
た
傾

向
が
窺
え
る
︒
全
体
と
し
て
︵
一
︶
の
例
は
今
昔
よ
り
も
使
用
は
少
な
い
も
の

の
︑
枠
構
造
を
作
り
出
す
機
能
を
持
っ
た
﹁
け
り
﹂
の
使
用
は
宇
治
に
お
い
て

も
認
め
ら
れ
る
︒
次
に
枠
づ
け
の
典
型
と
し
て
Ａ
を
挙
げ
て
お
く
︒

︻
冒
頭
部
︼
内
記
上
人
寂
心
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
︒
道
心
堅
固
の
人
也
︒

﹁
堂
を
造
り
︑
塔
を
立
る
︑
最
上
の
善
根
也
﹂
と
て
︑
勧
進
せ
ら
れ
け
り
︒

材
木
を
ば
︑
播
磨
の
国
に
行
て
と
ら
れ
け
り
︒

︻
語
り
部
︼︵
展
開
部
︶
こ
ゝ
に
法
師
陰
陽
師
︑
紙
冠
を
き
て
︑
祓
す
る
を

み
つ
け
て
︑
あ
わ
て
て
馬
よ
り
お
り
て
馳
よ
り
て
︑﹁
な
に
わ
ざ
し
給
御

坊
ぞ
﹂
と
問
へ
ば
︑﹁
祓
し
候
な
り
﹂
と
い
ふ
︒﹁
何
し
に
紙
冠
を
ば
し
た

る
ぞ
﹂
と
問
へ
ば
︑﹁
祓
戸
の
神
達
は
︑
法
師
を
ば
忌
給
へ
ば
︑
祓
す
る

程
︑
し
ば
ら
く
︑
し
て
侍
也
﹂
と
い
ふ
に
︑
上
人
声
を
あ
げ
て
大
に
泣
て
︑

陰
陽
師
に
と
り
か
ゝ
れ
ば
︑
陰
陽
師
︑
心
得
ず
仰
天
し
て
︑
祓
を
し
さ
し

て
︑﹁
是
は
い
か
に
﹂
と
い
ふ
︒
祓
ひ
せ
さ
す
る
人
も
︑
あ
き
れ
て
居
た

り
︒
上
人
︑
冠
を
取
て
引
破
て
︑
泣
く
こ
と
限
な
し
︒﹁
い
か
に
し
り
て
︑

御
坊
は
︑
仏
弟
子
と
な
り
て
︑
祓
戸
の
神
達
に
く
み
給
と
い
ひ
て
︑
如
來
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の
忌
給
事
を
や
ぶ
り
て
︑
し
ば
し
も
無
間
地
獄
の
業
を
ば
︑
つ
く
り
給
ぞ
︒

ま
こ
と
に
悲
し
き
こ
と
な
り
︒
た
ゞ
寂
心
を
殺
せ
﹂
と
い
ひ
て
︑
と
り
つ

き
て
泣
事
お
び
た
ゝ
し
︒
陰
陽
師
の
い
は
く
︑﹁
仰
ら
る
ゝ
事
︑
も
と
も

道
理
な
り
︒
世
の
過
が
た
け
れ
ば
︑
さ
り
と
て
は
と
て
︑
か
く
の
ご
と
く

仕
る
也
︒
し
か
ら
ず
は
︑
な
に
わ
ざ
を
し
て
か
は
︑
妻
子
を
ば
や
し
な
ひ
︑

我
命
を
も
続
侍
ら
ん
︒
道
心
な
け
れ
ば
上
人
に
も
な
ら
ず
︑
法
師
の
か
た

ち
に
侍
れ
ど
︑
俗
人
の
ご
と
く
な
れ
ば
︑
後
世
の
こ
と
い
か
ゞ
と
︑
か
な

し
く
侍
れ
ど
︑
世
の
な
ら
ひ
に
て
侍
れ
ば
︑
か
や
う
に
侍
な
り
﹂
と
い
ふ
︒

︵
終
局
部
︶
上
人
の
い
ふ
や
う
︑﹁
そ
れ
は
さ
も
あ
れ
︒
い
か
ゞ
三
世
如
来

の
御
首
に
冠
を
ば
著
給
︒
不
幸
に
た
へ
ず
し
て
︑
か
様
の
こ
と
し
給
は
ば
︑

堂
作
ら
ん
料
に
勧
進
し
あ
つ
め
た
る
物
共
を
︑
な
ん
ぢ
に
な
ん
賜
ぶ
︒
一

人
菩
提
に
す
ゝ
む
れ
ば
︑
堂
寺
造
に
勝
た
る
功
徳
な
り
﹂
と
い
ひ
て
︑
弟

子
ど
も
を
つ
か
は
し
て
︑
材
木
と
ら
ん
と
て
︑
勧
進
し
あ
つ
め
た
る
物
を
︑

み
な
は
こ
び
よ
せ
て
︑
此
陰
陽
師
に
と
ら
せ
つ
︒

︻
評
語
部
︼︵
後
日
談
︶
さ
て
わ
が
身
は
京
に
上
給
に
け
り
︒︵
一
四
〇
話
)

右
の
例
で
は
︑
冒
頭
部
で
﹁
あ
り
け
り
﹂︵
人
物
存
在
提
示
︶︑﹁
勧
進
せ
ら

れ
け
り
﹂﹁
と
ら
れ
け
り
﹂︵
行
跡
︶
と
︑
評
語
部
の
﹁
上
給
に
け
り
﹂︵
後
日

談
︶
に
﹁
け
り
﹂
が
文
末
に
用
い
ら
れ
枠
構
造
を
作
っ
て
い
る
︒
以
下
︑
冒
頭

部
・
終
局
部
︑
評
語
部
の
各
部
の
特
徴
を
見
て
お
く
︒
な
お
︑
展
開
部
の
傾
向

に
つ
い
て
は
︑
文
中
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
の
使
用
を
含
め
て
次
節
で
論
じ
る
︒

冒
頭
部
で
は
︑
右
の
例
に
あ
る
よ
う
に
︑
第
一
文
に
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ

る
比
率
は
高
い
が
︑
第
一
文
に
人
物
の
存
在
を
提
示
し
て
﹁
け
り
﹂
に
よ
り
話

を
開
始
す
る
比
率
は
今
昔
に
比
べ
や
や
少
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
宇

治
の
第
一
文
に
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
た
例
数
の
総
計
は

話
で
︑
全

話
中

118

197

の

％
を
占
め
︑
こ
の
う
ち
人
物
存
在
提
示
の
文
は
︑﹁
あ
り
け
り
﹂︵

例
︶︑

60

59

﹁
お
は
し
け
り
﹂︵
�
例
︶︑﹁
お
は
し
ま
し
け
り
﹂︵
�
例
︶︑﹁
さ
ぶ
ら
ひ
け
り
﹂

︵
	
例
︶
の
総
計

例
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
人
物
存
在
提
示
の
文
は
︑
全

71

197

話
の

％
︵
第
一
文
の
﹁
け
り
﹂
使
用
の
総
数

話
の

％
︶
を
占
め
て
い
る
︒

36

118

60

こ
れ
に
対
し
︑
今
昔
で
は
︑﹁
あ
り
け
り
﹂︵

例
︶﹁
お
は
し
け
り
﹂︵

例
︶

521

21

﹁
ま
し
ま
し
け
り
﹂︵

例
︶
の
総
計

例
は
︑
調
査
対
象
の
総
説
話
数
︵

18

560

1033

話
︶
の

％
で
あ
る
の
に
比
べ
︑
宇
治
で
の
比
率
は
低
い
と
言
え
る
︒

54

次
に
︑
全

話
の
終
局
部
の
文
末
表
現
を
︑
頻
度
順
に
並
べ
る
︒

197

｢に
け
り
終
止
形
﹂

話
・﹁
け
り
終
止
形
﹂

話
・﹁
ぬ
終
止
形
﹂

43

43

22

話
・﹁
け
り
︵
係
結
︶
連
体
形
﹂

話
・﹁
て
け
り
終
止
形
﹂

話
・﹁
動

19

13

詞
終
止
形
﹂

話
・﹁
け
り
連
体
形
﹂

話
・﹁
形
容
詞
﹂
�
話
・﹁
つ
﹂

12

10

�
例
・﹁
け
り
︵
係
結
︶
已
然
形
﹂
�
話
・﹁
た
り
け
り
連
体
形
﹂
�
話
・

﹁
に
け
り
︵
係
結
︶
已
然
形
﹂
�
話
・﹁
た
り
け
り
︵
係
結
︶
連
体
形
﹂
�

話
・﹁
た
り
け
り
︵
係
結
︶
已
然
形
﹂
�
話
・﹁
り
け
り
﹂
�
話
・﹁
り
け

り
︵
係
結
︶
已
然
形
﹂
�
話
・﹁
り
﹂
�
例
・﹁
に
け
り
︵
係
結
︶
連
体

形
﹂
	
話
・﹁
て
け
り
︵
係
結
︶
連
体
形
﹂
	
話
・﹁
な
り
け
り
﹂
	
話
・

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

六
六



﹁
た
り
﹂
	
話
・﹁
た
り
︵
係
結
︶
已
然
形
﹂
	
話
・﹁
き
︵
係
結
︶
已
然

形
﹂
	
話
・﹁
う
ん
う
ん
﹂
	
話

｢け
り
﹂
を
含
む
表
現
が

話
︵

％
︶
に
も
上
る
︒
今
昔
で
も
︑
冒
頭
部

147

75

よ
り
も
終
局
部
の
方
に
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
に
︑

始
発
機
能
よ
り
も
終
結
機
能
が
現
れ
や
す
い
こ
と
が
宇
治
に
お
い
て
も
窺
え
る
︒

単
独
の
﹁
け
り
﹂
の
他
﹁
ぬ
﹂
も
多
く
︑
こ
れ
を
合
わ
せ
た
﹁
に
け
り
﹂
も

﹁
け
り
﹂
単
独
の
場
合
と
同
数
で
最
も
多
く
用
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
語
り
手
の

立
場
か
ら
叙
述
を
強
調
す
る
表
現
で
あ
る
係
り
結
び
の
形
が

例
︑
連
体
形
終

34

止
の
形
が

例
と
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
︒
係
り
結
び
の

13

中
で
も
と
り
わ
け
強
調
的
と
さ
れ
る
已
然
形
に
よ
る
﹁
こ
そ
～
け
れ
﹂
の
形
は
︑

終
局
部
�
例
の
他
︑
評
語
部
に
�
例
︵
後
日
談
	
例
・
解
説
	
例
︶
で
︑
使
用

箇
所
が
ほ
と
ん
ど
終
局
部
に
偏
っ
て
い
る
︒

(終
局
部
︶
⁝
⁝
う
ら
う
へ
に
瘤
つ
き
た
る
翁
に
こ
そ
な
り
た
り
け
れ
︒

(評
語
部
︶
も
の
う
ら
や
み
は
せ
ま
じ
き
こ
と
な
り
と
か
︒

︵
第
三
話
)

終
局
部
は
︑﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂﹁
た
り
け
り
﹂
の
よ
う
な
複
合
形
式
も
多

く
︑
強
調
的
な
表
現
で
描
写
を
終
え
よ
う
と
す
る
意
識
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

最
後
に
評
語
部
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用
を
種
類
別
に
見
て
お
く
︒
次
に
各
内
容

毎
の
文
数
と
そ
こ
に
含
ま
れ
た
﹁
け
り
﹂
文
の
数
を
挙
げ
た
︒
括
弧
内
に
そ
の

う
ち
の
係
り
結
び
︵
連
体
形
・
已
然
形
︶
と
連
体
形
終
止
の
例
数
を
示
し
た
︒

後
日
談

文

｢け
り
﹂
文

例
︵
係
結

例

連
体
形
終
止

例
︶

118

90

28

13

解
説

文

｢け
り
﹂
文

例
︵
係
結

例

連
体
形
終
止
�
例
︶

119

62

15

批
評

文

｢け
り
﹂
文

例
︵
係
結
�
例

連
体
形
終
止
�
例
︶

44

17

伝
承

文

｢け
り
﹂
文
�
例
︵
係
結
�
例

連
体
形
終
止
	
例
︶

21

教
訓

文

｢け
り
﹂
文
�
例
︵
係
結
	
例

連
体
形
終
止
	
例
︶

17

右
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用
の
順
位
は
︑
前
稿
で
見
た
今
昔
の
場
合
と
全
く
同
じ

で
あ
り
︑
後
日
談
・
解
説
を
中
心
に
﹁
け
り
﹂
文
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
︒
評
語
部
の
係
り
結
び
や
連
体
形
終
止
に
注
目
す
る
と
︑
係
り
結
び
の

例
と
連
体
形
終
止
の

例
の
総
数

例
は
︑
先
の
終
局
部
の
総
数

例
と
合

51

29

80

47

わ
せ
て

例
に
上
る
︒
係
り
結
び
と
連
体
形
終
止
は
︑
そ
の
他
に

例
が
あ
る

127

128

が
︑
展
開
部
よ
り
冒
頭
部
の
例
が
や
や
多
く
見
ら
れ
る
︒

冒
頭
部

｢け
り
﹂

例
︵
係
結

例

連
体
形
終
止

例
︶

75

50

25

展
開
部

｢け
り
﹂

例
︵
係
結

例

連
体
形
終
止

例
︶

53

36

17

展
開
部
に
も
あ
る
程
度
用
い
て
い
る
が
︑
語
り
手
の
立
場
が
現
れ
や
す
い
冒
頭

部
・
終
局
部
・
評
語
部
︵
後
日
談
・
解
説
︶
に
用
い
る
例
が
多
い
と
言
え
よ
う
︒

な
お
︑﹁
き
﹂
が
枠
を
作
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
︒
文
末
の
﹁
き
﹂

の
例
は
宇
治
で

例
が
見
ら
れ
た
が
︑
冒
頭
部

例
︵
う
ち
第
一
文
�
例
︶︑

23

14

終
局
部
	
例
︑
評
語
部
�
例
︑
展
開
部
�
例
で
あ
る
︒
展
開
部
の
�
例
は
回
想

文
や
心
話
文
の
例
外
で
︑
そ
れ
を
除
く
と
展
開
部
に
は
用
い
ら
れ
ず
︑
枠
に
関

わ
る
位
置
に
の
み
用
い
て
い
る
︒
第
一
〇
九
話
・
第
一
一
〇
話
で
は
︑
冒
頭
部

と
評
語
部
と
で
枠
を
造
る
︒
展
開
部
の
例
と
し
た
第
一
二
三
話
も
︑
冒
頭
の

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

六
七



﹁
け
る
が
～
い
ふ
や
う
﹂
末
尾
の
﹁
と
か
た
り
侍
り
け
り
﹂
と
﹁
け
り
﹂
で
回

想
部
分
を
括
る
一
文
に
よ
る
説
話
で
あ
る
が
︑
回
想
部
分
の
内
部
は
冒
頭
部
に

﹁
な
ん
い
ひ
し
﹂︑
展
開
部
に
現
在
形
︑
終
局
部
に
﹁
道
心
お
こ
り
に
き
﹂
を
用

い
る
枠
構
造
を
と
っ
て
い
る
︒
終
局
部
と
し
た
	
例
︵
第
二
八
話
︶
は
︑
係
り

結
び
に
よ
る
已
然
形
で
あ
り
︑
評
語
部
の
�
例
も
係
り
結
び
に
よ
る
連
体
形
も

し
く
は
連
体
形
終
止
で
あ
る
︵﹁
語
り
し
﹂
が
第
五
六
話
・
第
八
二
話
・
第
一

二
二
話
︑﹁
聞
き
し
﹂
が
第
一
〇
九
話
・
第
一
一
〇
話
︶︒
こ
の
よ
う
に
﹁
き
﹂

は
︑
使
用
位
置
や
表
現
形
式
の
点
で
枠
づ
け
の
特
徴
が
明
瞭
で
あ
る
︒﹁
き
﹂

で
一
話
の
枠
を
造
る
例
は
観
智
院
本
﹃
三
宝
絵
﹄︵
上
︶
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
他
︑﹁
け
り
﹂
を
基
調
と
す
る
今
昔
や
﹃
落
窪
物
語
﹄﹃
法
華
百
座
聞
書
抄
﹄

の
冒
頭
部
に
︵
今
昔
で
は
終
局
部
・
評
語
部
に
も
︶
用
い
て③
お
り
︑﹁
き
﹂
の

枠
は
一
定
の
広
が
り
を
持
つ
︒﹁
け
り
﹂
で
な
く
﹁
き
﹂
を
と
る
場
合
に
は
︑

助
動
詞
の
意
味
自
体
に
も
違
い
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
︑
話
の
始
発
や
終
結
を

印
象
づ
け
る
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

三

今
昔
物
語
集
と
の
比
較

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
宇
治
で
は
︵
二
︶
は
も
と
よ
り
︵
一
︶
で
あ
っ
て

も
︑
展
開
部
の
文
中
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
を
用
い
る
例
が
多
く
︑
厳
密
に
は

枠
構
造
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
な
い
場
合
が
多
い
︒
文
中
用
法
を
含
む
例
は
︑

︵
一
︶
の
中
で
も

話
・

％
を
占
め
︑
文
章
構
造
の
面
で
大
き
な
特
徴
と
な

52

66

っ
て
い
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
の
点
を
今
昔
の
叙
述
と
比
較
し
て
お
き
た
い
︒

次
に
宇
治
で
も
今
昔
で
も
Ｃ
に
な
る
例
で
︑
展
開
部
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂

を
用
い
た
例
を
挙
げ
る
︵

線
は
共
通
箇
所
の
﹁
け
り
﹂︑

線
は
独
自
箇

所
の
﹁
け
り
﹂︑

線
は
対
応
箇
所
の
﹁
け
り
﹂
と
﹁
非
け
り
﹂
を
示
す
︶︒

〇

︻
冒
頭
部
︼
昔
︑
愛
宕
の
山
に
︑
ひ
さ
し
く
お
こ
な
ふ
聖
有
け
り
︒
と
し

比
行
て
︑
坊
を
い
づ
る
事
な
し
︒
西
の
方
に
猟
師
あ
り
︒
此
聖
を
貴
て
︑

つ
ね
に
は
ま
う
で
て
︑
物
た
て
ま
つ
り
な
ど
し
け
り
︒

︻
語
り
部
︼
ひ
さ
し
く
参
ら
ざ
り
け
れ
ば
︑
餌
袋
に
干
飯
な
ど
入
て
︑
ま

う
で
た
り
︒
聖
︑
悦
て
︑
日
比
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
な
ど
の
た
ま
ふ
︒
そ
の

中
に
︑
ゐ
よ
り
て
の
た
ま
ふ
や
う
は
︑﹁
此
ほ
ど
︑
い
み
じ
く
貴
き
事
あ

り
︒
此
年
比
︑
他
念
な
く
経
を
た
も
ち
奉
り
て
あ
る
し
る
し
や
ら
ん
︑
こ

の
夜
比
︑
普
賢
菩
薩
︑
象
に
の
り
て
み
え
給
︒
こ
よ
ひ
と
ど
ま
り
て
拝
み

給
へ
﹂
と
い
ひ
け
れ
ば
︑
こ
の
猟
師
︑﹁
よ
に
貴
き
こ
と
に
こ
そ
候
な
れ
︒

さ
ら
ば
︑
と
ま
り
て
拝
奉
ら
ん
﹂
と
て
︑
と
ゞ
ま
り
ぬ
︒

さ
て
︑
聖
の
つ
か
ふ
童
の
あ
る
に
問
ふ
︒﹁
聖
の
た
ま
ふ
や
う
︑
い
か

な
る
事
ぞ
や
︒
お
の
れ
も
︑
此
仏
を
ば
拝
み
参
ら
せ
た
り
や
﹂
と
問
へ
ば
︑

童
は
﹁
五
六
度
ぞ
み
奉
り
て
候
﹂
と
い
ふ
に
︑
猟
師
﹁
我
も
見
奉
る
こ
と

も
や
あ
る
﹂
と
て
︑
聖
の
う
し
ろ
に
︑
い
ね
も
せ
ず
し
て
お
き
ゐ
た
り
︒

九
月
廿
日
の
こ
と
な
れ
ば
︑
夜
も
な
が
し
︒
今
や
〳
〵
と
待
に
︑
夜
半
過

ぬ
ら
ん
と
思
ふ
程
に
︑
東
の
山
の
嶺
よ
り
︑
月
の
い
づ
る
や
う
に
見
え
て
︑

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

六
八



嶺
の
嵐
も
す
さ
ま
じ
き
に
︑
こ
の
坊
の
う
ち
︑
光
さ
し
入
た
る
や
う
に
て
︑

あ
か
く
な
り
ぬ
︒
見
れ
ば
︑
普
賢
菩
薩
︑
象
に
乗
て
︑
や
う
〳
〵
お
は
し

て
︑
坊
の
ま
へ
に
た
ち
給
へ
り
︒

聖
︑
な
く
な
く
拝
み
て
︑﹁
い
か
に
︑
ぬ
し
殿
は
拝
み
奉
る
や
﹂
と
い

ひ
け
れ
ば
︑﹁
い
か
ゞ
は
︒
こ
の
童
も
拝
み
奉
る
︒
お
い
お
い
︑
い
み
じ

う
貴
し
﹂
と
て
︑
猟
師
思
ふ
や
う
︑
聖
は
︑
年
比
経
を
も
た
も
ち
︑
読
給

へ
ば
こ
そ
︑
其
目
ば
か
り
に
見
え
給
は
め
︑
此
童
︑
我
身
な
ど
は
︑
経
の

む
き
た
る
か
た
も
知
ら
ぬ
に
︑
み
え
給
へ
る
は
︑
心
は
得
ら
れ
ぬ
こ
と
也

と
︑
心
の
う
ち
に
お
も
ひ
て
︑
此
事
試
み
て
ん
︒
こ
れ
︑
罪
う
べ
き
こ
と

に
あ
ら
ず
と
思
ひ
て
︑
と
が
り
矢
を
︑
弓
に
つ
が
ひ
て
︑
聖
の
拝
み
入
た

る
う
へ
よ
り
︑
さ
し
こ
し
て
︑
弓
を
つ
よ
く
引
て
︑
ひ
や
う
と
射
た
り
け

れ
ば
︑
御
胸
の
程
に
あ
た
る
や
う
に
て
︑
火
を
打
消
つ
ご
と
く
に
て
︑
光

も
う
せ
ぬ
︒
谷
へ
と
ゞ
ろ
め
き
て
︑
逃
行
音
す
︒

聖
︑﹁
是
は
い
か
に
し
給
へ
る
ぞ
﹂
と
い
ひ
て
︑
な
き
ま
ど
ふ
事
限
な

し
︒
男
申
け
る
は
︑﹁
聖
の
目
に
こ
そ
み
え
給
は
め
︒
わ
が
罪
ふ
か
き
者

の
目
に
み
え
給
へ
ば
︑
試
奉
ら
む
と
思
て
射
つ
る
也
︒
実
の
仏
な
ら
ば
︑

よ
も
矢
い
立
ち
給
は
じ
︒
さ
れ
ば
︑
あ
や
し
き
物
な
り
﹂
と
い
ひ
け
り
︒

夜
明
て
︑
血
を
と
め
て
行
て
見
け
れ
ば
︑
一
町
斗
行
て
︑
谷
の
底
に
︑
大

な
る
狸
︑
胸
よ
り
と
が
り
矢
を
射
通
さ
れ
て
︑
死
し
て
ふ
せ
り
け
り
︒

︻
評
語
部
︼
聖
な
れ
ど
︑
無
智
な
れ
ば
︑
か
や
う
に
ば
か
さ
れ
け
る
也
︒

獵
師
な
れ
ど
も
︑
お
も
ん
ぱ
か
り
あ
り
け
れ
ば
︑
た
ぬ
き
を
射
害
︑
其
ば

け
を
あ
ら
は
し
け
る
也
︒

︵
一
〇
四
話
)

〇

︻
冒
頭
部
︼
今
昔
︑
愛
宕
護
ノ
山
ニ
久
ク
行
フ
持
経
者
ノ
聖
人
有
ケ
リ
︒

年
来
︑
法
花
経
ヲ
持
奉
テ
他
ノ
念
无
シ
テ
坊
ノ
外
ニ
出
事
无
ケ
リ
︑
智
恵

无
シ
テ
法
文
ヲ
不
学
ケ
リ
︒

而
ニ
︑
其
山
ノ
西
ノ
方
ニ
一
人
ノ
猟
師
有
ケ
リ
︑
鹿
・
猪
ヲ
射
殺
ス
ヲ

以
役
ト
セ
リ
︒
然
ド
モ
︑
此
ノ
猟
師
︑
此
ノ
聖
人
ヲ
ナ
ム
懃
ニ
貴
ビ
テ
︑

常
ニ
自
モ
来
リ
︑
折
節
ニ
ハ
可
然
物
ヲ
志
ケ
ル
︒

︻
語
り
部
︼
而
ル
間
︑
猟
師
︑
久
ク
此
ノ
聖
人
ノ
許
ニ
不
詣
ザ
リ
ケ
レ
バ
︑

餌
袋
ニ
可
然
菓
子
ナ
ド
︑
入
テ
︑
持
詣
タ
リ
︒
聖
人
喜
テ
日
来
ノ
不
審
キ

事
共
ド
云
ニ
︑
聖
人
居
寄
テ
︑
猟
師
ニ
云
ク
︑﹁
近
来
︑
極
テ
貴
キ
事
ナ

ム
侍
ル
︒
我
レ
︑
年
来
︑
他
ノ
念
无
ク
︑
法
花
経
ヲ
持
チ
奉
テ
有
ル
験
ニ

ヤ
有
ラ
ム
︑
近
来
︑
夜
々
︑
普
賢
ナ
ム
現
ム
ジ
給
フ
︒
然
レ
バ
︑
今
夜
ヒ

留
テ
礼
ミ
奉
リ
給
ヘ
﹂
ト
︒
猟
師
︑﹁
極
テ
貴
キ
事
ニ
コ
ソ
候
ナ
レ
︒
然

ラ
バ
︑
留
テ
礼
ミ
奉
ラ
ム
﹂
ト
云
テ
︑
留
ヌ
︒

而
ル
間
︑
聖
人
ノ
弟
子
ニ
幼
キ
童
有
リ
︒
此
ノ
猟
師
︑
童
ニ
問
テ
云
︑

﹁
聖
人
ノ
︑﹃
普
賢
ノ
現
ム
ジ
給
フ
﹄
ト
宣
フ
ハ
︒
汝
モ
ヤ
其
普
賢
ヲ
バ
見

奉
ル
﹂
ト
︒
童
︑﹁
然
カ
︑
五
六
度
許
ハ
見
奉
タ
リ
﹂
ト
荅
︒
猟
師
ノ
思

ハ
ク
︑﹁
然
バ
我
モ
見
奉
ル
様
モ
有
ナ
ム
﹂
ト
思
テ
︑
猟
師
︑
聖
人
ノ
後

ニ
不
寝
ズ
シ
テ
居
タ
リ
︒
九
月
廾
日
余
り
ノ
事
ナ
レ
バ
︑
夜
尤
モ
長
シ
︒

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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今
ヤ
〳
〵
ト
待
テ
居
タ
ル
ニ
︑
夜
中
ハ
過
ヤ
シ
ヌ
ラ
ム
ト
思
フ
程
ニ
︑
東

峯
ノ
方
ヨ
リ
︑
月
ノ
初
メ
テ
出
ガ
如
テ
︑
白
ミ
明
ル
︑
峯
ノ
嵐
ノ
風
吹
掃

フ
様
ニ
シ
テ
︑
此
坊
ノ
内
モ
︑
月
ノ
光
ノ
指
入
タ
ル
様
ニ
明
ク
成
ヌ
︒
見

レ
バ
︑
白
キ
色
ノ
菩
薩
︑
白
象
ニ
乗
テ
︑
漸
下
リ
御
マ
ス
︒
其
有
様
︑
実

ニ
哀
レ
ニ
貴
シ
︒
菩
薩
来
テ
︑
房
ニ
向
タ
ル
所
ニ
近
ク
立
給
ヘ
リ
︒

聖
人
︑
泣
々
礼
拝
恭
敬
シ
テ
︑
後
ニ
有
猟
師
ニ
云
ク
︑﹁
何
ゾ
︑
主
ハ

礼
ミ
奉
給
ヤ
﹂
ト
猟
師
︑﹁
極
テ
貴
ク
礼
ミ
奉
ル
﹂
ト
荅
テ
︑
心
ノ
内
ニ

思
ハ
ク
︑﹁
聖
人
ノ
︑
年
来
法
花
経
ヲ
持
チ
奉
リ
給
ハ
ム
目
ニ
見
エ
給
ハ

ム
ハ
︑
尤
可
然
シ
︒
此
童
・
我
ガ
身
ナ
ド
ハ
︑
経
ヲ
モ
知
リ
不
奉
ヌ
目
︑

此
ク
見
エ
給
フ
ハ
︑
極
テ
恠
キ
事
也
︒
此
ヲ
試
ミ
奉
ラ
ム
ニ
︑
信
ヲ
発
サ

ム
ガ
為
ナ
レ
バ
︑
更
ニ
罪
可
得
事
ニ
モ
非
﹂
ト
思
テ
︑
鋭
鴈
矢
ヲ
弓
ニ
番

テ
︑
聖
人
ノ
礼
ミ
入
テ
︑
低
シ
臥
タ
ル
上
ヨ
リ
差
シ
越
シ
テ
︑
弓
ヲ
強
ク

引
テ
射
タ
レ
バ
︑
菩
薩
ノ
御
胸
ニ
當
ル
様
ニ
シ
テ
︑
火
ヲ
打
消
ツ
様
ニ
光

モ
失
ヌ
︒
谷
サ
マ
ニ
動
テ
迯
ヌ
ル
音
ス
︒

其
時
ニ
聖
人
︑﹁
此
ハ
何
ニ
シ
給
ヒ
ツ
ル
事
ゾ
﹂
ト
云
テ
︑
呼
バ
ヒ
泣

キ
迷
フ
事
无
限
シ
︒
猟
師
云
ク
︑﹁
穴
鎌
給
ヘ
︒
心
モ
不
得
ズ
恠
思
ヱ
ツ

レ
バ
︑
試
ム
ト
思
テ
射
ツ
ル
也
︒
更
ニ
罪
不
得
給
ハ
ジ
﹂
ト
懃
ニ
誘
ヘ
︑

云
ヒ
ケ
レ
バ
︑
聖
人
ノ
悲
ビ
不
止
ズ
︒
夜
明
テ
後
︑
菩
薩
ノ
立
給
ヘ
ル
所

ヲ
行
テ
見
レ
バ
︑
血
多
流
タ
リ
︒
其
血
ヲ
尋
テ
行
テ
見
バ
︑
一
町
計
下
テ
︑

谷
底
ニ
大
ナ
ル
野
猪
ノ
︑
胸
ヨ
リ
鋭
鴈
矢
ヲ
背
ニ
射
通
シ
テ
死
ニ
臥
セ
リ

ケ
リ
︒
聖
人
︑
此
ヲ
見
テ
︑
悲
ビ
ノ
心
醒
ニ
ケ
リ
︒

︻
評
語
部
︼
然
レ
バ
︑
聖
人
也
ト
云
ド
モ
︑
智
恵
无
キ
者
ハ
︑
此
ク
被
謀

ル
也
︒
役
ト
罪
ヲ
造
ル
猟
師
也
ト
云
ヘ
ド
モ
︑
思
慮
有
レ
バ
︑
此
ク
野
猪

ヲ
モ
射
顕
ハ
ス
也
ケ
リ
︒

此
様
ノ
獣
ハ
︑
此
ク
人
ヲ
謀
ラ
ム
ト
為
ル
也
︒
然
ル
程
ニ
︑
此
ク
命
ヲ

亡
ス
︑
益
无
キ
事
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
︒

(巻
二
十
ノ
十
三
)

両
話
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用
箇
所
を
対
比
す
る
と
︑
冒
頭
部
・
展
開
部
・
終
局

部
・
評
語
部
に
共
通
部
分
が
あ
る
︒
ま
た
︑
語
り
部
第
二
段
落
の
菩
薩
の
登
場

場
面
を
﹁
け
り
﹂
を
用
い
ず
迫
真
的
描
写
に
し
て
い
る
点
も
両
話
に
共
通
す
る
︒

相
違
点
は
︑
今
昔
の
冒
頭
部
に
�
例
︑
終
局
部
に
	
例
﹁
け
り
﹂
を
付
加
増
補

し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
点
で
︑
特
に
終
局
部
の
﹁
醒
ニ
ケ
リ
﹂
は
結
末
を
印
象

づ
け
る
効
果
を
挙
げ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
今
昔
で
は
﹁
け
り
﹂
を
増
補
し
て

い
る
一
方
で
︑
展
開
部
と
評
語
部
で
は
対
応
箇
所
に
﹁
け
り
﹂
が
使
わ
れ
な
い

部
分
も
あ
る
︒﹁
け
り
﹂﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
文
章
全
般
に
散
在
す
る
宇
治
に

対
し
て
︑
今
昔
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用
箇
所
に
は
偏
り
が
大
き
い
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
異
同
を
文
中
・
文
末
の
別
か
ら
見
る
と
︑
宇
治
で
は
文
末
用
法
が

�
例
︑
文
中
用
法
が
�
例
で
偏
り
が
な
い
が
︑
今
昔
で
は
文
末
用
法
が
�
例
︑

文
中
用
法
が
�
例
で
︑
文
末
用
法
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
︒
す
な

わ
ち
︑
宇
治
の
文
中
用
法
�
例
の
う
ち
	
例
は
今
昔
で
も
対
応
す
る
箇
所
で

﹁
ケ
レ
﹂
を
使
用
し
て
い
る
が
︑
他
の
�
例
は
﹁
非
け
り
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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84

文
中
﹁
け
る
に
｣

291

278

文
中
﹁
け
れ
ば
｣

︵
表
	
︶

宇
治
拾
遺
物
語
の
文
中
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
と
文
末
﹁
け
り
﹂

文
中
の
合
計

338

349

文
末
﹁
け
り
｣

文
末
﹁
非
け
り
｣

文
中
﹁
け
れ
ど
｣

54

3564

文
中
﹁
け
る
程
｣

23

27

14

文
中
﹁
け
る
に
｣

35

15

文
中
﹁
け
れ
ば
｣

︵
表
�
︶

今
昔
︵
巻
二
十
︶
の
文
中
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
と
文
末
﹁
け
り
﹂

(表
注
)

こ
れ
ら
の
表
現
は
一
文
中
に
同
時
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
︑﹁
文
中

の
合
計
﹂
は
こ
れ
ら
の
四
表
現
が
一
文
に
い
ず
れ
か
一
つ
で
も
存
在
し
た
場
合
の

文
末
別
の
数
値
で
あ
り
︑
四
表
現
の
単
純
な
合
計
で
は
な
い
︒

文
末
﹁
け
り
｣

文
末
﹁
非
け
り
｣

文
中
﹁
け
れ
ど
｣

5

119

文
中
﹁
け
る
程
｣

5

3

文
中
の
合
計

25

51

文
中
用
法
に
つ
い
て
︑
宇
治
と
今
昔
の
異
同
の
あ
る
箇
所
を
列
挙
す
る
と
︑

｢⁝
い
ひ
け
れ
ば
⁝
｣↓
｢⁝
ト
︒
⁝
﹂

｢⁝
い
ひ
け
れ
ば
︑
⁝
射
た
り
け
れ
ば
⁝
｣↓
｢⁝
ト
⁝
射
タ
レ
バ
⁝
﹂

｢⁝
申
け
る
は
⁝
︵
い
ひ
け
り
︶｣↓
｢⁝
云
ク
⁝
︵
云
ヒ
ケ
レ
バ
︶
⁝
﹂

｢⁝
あ
り
け
れ
ば
⁝
｣↓
｢⁝
有
レ
バ
⁝
﹂

と
な
り
︑
今
昔
で
は
文
中
の
﹁
け
り
﹂
を
省
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

今
昔
で
文
中
に
共
通
し
て
﹁
け
れ
﹂
を
と
る
例
は
︑
次
の
部
分
が
見
ら
れ
る
︒

｢⁝
参
ら
ざ
り
け
れ
ば
⁝
｣↓
｢⁝
不
詣
ザ
リ
ケ
レ
バ
⁝
﹂

こ
れ
は
展
開
部
の
第
一
段
落
の
例
で
あ
り
︑
冒
頭
部
の
﹁
つ
ね
に
は
ま
う
で

て
﹂
を
受
け
た
解
説
的
な
内
容
で
あ
る
た
め
の
例
外
的
な
部
分
で
あ
る
︒

右
の
よ
う
に
︑
文
中
用
法
の
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
が
多
く
使
用
さ
れ
る
の
は

宇
治
の
大
き
な
傾
向
で
あ
る
︒
今
昔
で
は
︑
全
体
の
五
割
を
占
め
る
︵
一
︶
の

例
は
︑
展
開
部
の
文
中
用
法
を
用
い
な
い
で
枠
構
造
を
作
る
傾
向
が
あ
る
が
︑

宇
治
で
は
︑︵
一
︶
に
お
い
て
も
展
開
部
に
文
中
用
法
が
見
ら
れ
る
話
が
多
く

を
占
め
る
︒
そ
れ
ら
の
話
を
除
い
た
純
粋
な
枠
構
造
が
認
め
ら
れ
る
も
の
は
27

話
︵
全
話
の
約

％
︶
に
す
ぎ
ず
︑
全
体
に
占
め
る
比
率
は
少
な
い
︒

14

表
	
・
�
は
︑
文
中
の
﹁
け
れ
ば
﹂﹁
け
れ
ど
﹂﹁
け
る
に
﹂﹁
け
る
程
﹂
が

含
ま
れ
る
文
が
︑
文
末
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
て
い
る
か
否
か
を
宇
治
と
今
昔
巻

二
十
︵
全

話
︶
と
で
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
︒
今
昔
で
は
︑
巻
二
十
以
前
と

44

以
降
と
で
文
体
が
漢
文
訓
読
調
か
ら
和
文
調
へ
変
異
す
る
と
さ
れ
︑
巻
二
十
は

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
一



そ
の
交
錯
点
と
し
て
︑
今
昔
の
中
間
的
な
傾
向
が
あ
る④
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
宇
治
で
も
今
昔
で
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
︑﹁
け
れ
﹂

﹁
け
る
﹂
は
文
末
が
﹁
非
け
り
﹂
で
あ
る
場
合
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
た
だ
︑

話
数
が
巻
二
十
の
約
四
・
五
倍
に
な
る
宇
治
に
は
︑
そ
の
比
率
を
大
き
く
超
え

る
︵
九
倍
程
度
︶
文
中
用
法
の
数
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
使
用
比
率
が
高
い
︒
具

体
的
な
表
現
と
し
て
は
︑
会
話
引
用
の
表
現
に
差
が
見
ら
れ
る
︒
宇
治
で
は

﹁
い
ひ
け
れ
ば
﹂

例
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
今
昔
巻
二
十
で
は
﹁
云
ケ
レ
バ
﹂

102

�
例
で
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る⑤
︒
こ
れ
は
︑
右
の
例
話
の
よ
う
に
︑
今
昔
で
は

会
話
引
用
部
の
末
尾
が
﹁
ト
︒﹂
と
な
る
例
が
多
い
た
め
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
巻
二
十
に
お
い
て
は
︑
文
中
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
が
用
い

ら
れ
て
い
る
点
で
︑
宇
治
と
共
通
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
今
昔

の
巻
二
十
以
降
の
諸
巻
で
は
い
っ
そ
う
こ
の
傾
向
が
強
く
な
り
︑
使
用
傾
向
は

宇
治
を
上
回
っ
て
く
る
︒

今
昔
で
は
︑
枠
構
造
を
な
す
︵
一
︶
の
典
型
例
は
巻
二
十
以
前
に
多
く
見
ら

れ
︑
文
中
の
﹁
け
れ
ば
﹂﹁
け
れ
ど
﹂﹁
け
る
に
﹂﹁
け
る
程
︵
時
︶﹂
の
用
例
自

体
が
少
な
い
︒
こ
れ
を
﹁
ケ
レ
バ
﹂
の
使
用
回
数
︵
会
話
・
和
歌
を
除
く
︶
に

よ
っ
て
見
る
と
︑
天
竺
震
旦
部

例
︑
本
朝
仏
法
部

例
︑
本
朝
世
俗
部

例
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で
︑
一
話
当
た
り
の
使
用
回
数
は
各
々
︑
〇
・
二
六
回
︑
一
・
〇
一
回
︑
五
・

六
二
回
と
︑
巻
二
十
以
前
と
以
降
と
で
は
展
開
部
に
﹁
ケ
レ
バ
﹂
が
用
い
ら
れ

る
比
率
に
大
き
な
差
が
見
ら
れ
る
︒
宇
治
で
も
︑
本
朝
世
俗
部
ほ
ど
で
は
な
い

が
﹁
け
れ
ば
﹂
の
使
用
は
一
話
当
た
り
二
・
八
八
回
と
多
く
︑︵
一
︶
の
よ
う

に
展
開
部
の
﹁
文
末
﹂
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
ず
枠
構
造
を
と
る
場
合
で
も
︑
展

開
部
の
文
に
は
﹁
け
れ
ば
﹂
な
ど
の
文
中
用
法
が
多
く
用
い
ら
れ
る
︒

宇
治
で
は
︑︵
一
︶
に
お
い
て
も
︵

︶
内
に
示
し
た
よ
う
に
展
開
部
に

﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
を
取
る
場
合
が
数
多
く
見
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
叙
述
方
法

に
対
し
て
︑
今
昔
の
天
竺
震
旦
部
や
本
朝
仏
法
部
で
は
︑
終
止
用
法
の
﹁
け

り
﹂
を
冒
頭
部
と
終
局
部
・
後
日
談
に
多
く
用
い
︑
展
開
部
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け

る
﹂
を
用
い
な
い
叙
述
方
法
を
採
っ
て
い
る
︒
今
昔
の
天
竺
震
旦
部
や
本
朝
世

俗
部
は
︑﹁
非
け
り
﹂
叙
述
に
よ
る
迫
真
的
描
写
を
説
話
の
核
と
し
つ
つ
そ
れ

を
解
説
叙
述
で
囲
い
込
む
構
造
を
志
向
す
る
態
度
で
あ
る⑥
︒
一
方
︑
宇
治
で
展

開
部
に
﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
の
は
︑
説
話
の
中
心
部
分

の
描
写
ま
で
を
語
り
手
が
解
説
的
に
叙
述
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
言
え
よ
う
︒

た
だ
し
︑
後
者
の
よ
う
な
展
開
部
の
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
用
い
る
場

合
で
も
︑
必
ず
し
も
枠
づ
け
を
意
識
し
て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
︒
終
止

法
の
﹁
け
り
﹂
や
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
の
﹁
け
る
﹂
は
︑
冒
頭
部
や
終
局

部
に
多
く
用
い
る
傾
向
が
保
た
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒

四

古
事
談
と
の
比
較

｢け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
で
あ
る
始
発
機
能
や
終
結
機
能
は
︑
一
話
や
段

落
を
枠
づ
け
て
ま
と
め
る
働
き
で
あ
り
︑
冒
頭
や
終
局
の
文
末
に
終
止
法
﹁
け

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
二



り
﹂
で
用
い
た
時
に
効
果
が
発
揮
さ
れ
る
︒
一
方
︑﹁
け
れ
﹂﹁
け
る
﹂
な
ど
の

文
中
用
法
は
︑
条
件
節
や
連
体
修
飾
節
を
作
る
も
の
で
あ
り
︑
解
説
的
に
話
を

進
め
る
と
き
に
効
果
を
発
揮
す
る
用
法
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
物
語
の
﹁
け
り
﹂

の
基
本
機
能
は
︑
語
り
手
の
場
か
ら
物
語
世
界
の
事
態
を
確
認
し
︑
そ
れ
を
読

み
手
︵
聞
き
手
︶
に
解
説
す
る
機
能
で
あ
る
と
考
え
る⑦
︒
テ
ク
ス
ト
機
能
は
︑

そ
の
機
能
を
基
本
に
し
な
が
ら
︑
文
章
中
で
の
配
置
や
活
用
形
に
よ
っ
て
発
揮

さ
れ
る
副
次
的
な
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
宇
治
の
直
接
的
な
出
典
と
さ
れ
る
古
事
談
の
本
文
と
比
較
し
な

が
ら
︑
宇
治
の
文
章
中
で
の
﹁
け
り
﹂
の
機
能
に
つ
い
て
検
証
し
て
お
き
た
い
︒

次
に
︑
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
同
文
の
度
合
い
が
強
い
と
さ
れ
る

話
14

を
対
象
と
し
て
ど
の
よ
う
な
話
型
を
と
っ
て
い
る
か
分
類
し
た
︒︿
展
﹀
は
︑

展
開
部
の
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
と
る
場
合
を
注
記
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
一
︶

Ｂ
︵
一
一
五
話
︿
展
﹀)

Ｃ
︵
六
六
話
︿
展
﹀)

Ｄ
︵
六
〇
話
・
六
三

話
・
六
四
話
)

Ｅ
︵
六
一
話
︿
展
﹀・
六
八
話
︿
展
﹀・
一
一
六
話

︿
展
﹀)

Ｆ
︵
一
三
五
話
︶

︵
二
︶

Ｉ
︵
六
七
話
︿
展
﹀)

Ｌ
︵
九
話
︶

Ｎ
︵
六
五
話
︿
展
﹀・
六
九
話
︿
展
﹀︶

︵
三
︶

四
話
︿
展
﹀

古
事
談
に
よ
る
説
話
に
も
︵
一
︶
の
例
が
多
い
が
︑
展
開
部
の
文
中
に
﹁
け

る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
用
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
次
例
は
︑
Ｄ
﹁
冒
頭

部
に
の
み
用
い
る
も
の
﹂
の
例
で
あ
る
︒︿

﹀
内
は
古
事
談
の
本
文
で
あ
る
︒

︻
冒
頭
部
︼
是
も
今
は
昔
︑
後
朱
雀
院
︑
例
な
ら
ぬ
御
事
大
事
に
お
は
し

ま
し
け
る
︿
危
急
之
〉
時
︑
後
生
の
こ
と
︑
お
そ
れ
お
ぼ
し
め
し
け
り

︿
怖
畏
思
食
ケ
リ
〉︒

︻
語
り
部
︼
そ
れ
に
御
夢
に
︑
御
堂
入
道
殿
参
り
て
申
給
て
い
は
く
︑﹁
丈

六
の
仏
を
つ
く
れ
る
人
︑
子
孫
に
お
い
て
︑
更
に
悪
道
に
お
ち
ず
︒
そ
れ

が
し
︑
お
ほ
く
の
丈
六
を
作
り
奉
れ
り
︒
御
菩
提
に
お
い
て
︑
う
た
が
ひ

お
ぼ
し
め
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
︒
是
に
よ
り
て
︑
明
快
座
主
に
お
ほ
せ
あ
は

せ
ら
れ
て
︑
丈
六
の
仏
を
つ
く
ら
る
︒

︻
評
語
部
︼
件
の
仏
︑
山
の
護
仏
院
に
安
置
し
奉
ら
る
︒

︵
六
三
話
)

冒
頭
部
の
後
朱
雀
院
の
状
況
説
明
の
部
分
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
り
﹂
が
あ
る
が
︑

﹁
お
は
し
ま
し
け
る
﹂
は
宇
治
で
﹁
け
る
﹂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
語
り
部

で
事
件
の
中
心
で
あ
る
夢
の
再
現
部
分
は
︑
会
話
に
よ
る
迫
真
的
描
写
で
あ
り

古
事
談
と
同
様
﹁
け
り
﹂
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
評
語
部
の
﹁
安
置
し
奉
ら

る
﹂
も
︑
今
の
状
況
の
解
説
で
あ
る
た
め
︑﹁
け
り
﹂
は
用
い
ら
れ
な
い
︒

次
の
例
は
︑
Ｆ
﹁
評
語
部
に
の
み
用
い
る
も
の
﹂︵
た
だ
し
︑
文
中
で
は
冒

頭
部
︑
展
開
部
の
﹁
け
る
﹂
が
あ
る
︶
の
例
で
あ
る
︒

︻
冒
頭
部
︼
こ
れ
も
今
は
昔
︑
丹
後
守
保
昌
︑
国
へ
く
だ
り
け
る
︿
下
向

任
国
之
〉
時
︑
與
佐
の
山
に
︑
白
髮
の
武
士
一
騎
あ
ひ
た
り
︒

︻
語
り
部
︼
路
の
か
た
は
ら
な
る
木
の
し
た
に
︑
う
ち
入
り
て
立
た
り
け

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
三



る
︿
立
タ
リ
ケ
ル
〉
を
︑
国
司
の
郎
等
共
﹁
此
翁
︑
な
ど
馬
よ
り
お
り
ざ

る
ぞ
︒
奇
恠
な
り
︒
と
が
め
お
ろ
す
べ
し
﹂
と
い
ふ
︒
爰
に
国
司
の
い
は

く
︑﹁
一
人
当
千
の
馬
の
立
て
や
う
な
り
︒
た
ゞ
に
は
あ
ら
ぬ
人
ぞ
︒
と

が
む
べ
か
ら
ず
﹂
と
︑
制
し
て
う
ち
過
ぐ
る
程
に
︑
三
町
ば
か
り
行
て
︑

大
矢
の
左
衞
門
尉
致
経
︑
數
多
の
兵
を
具
し
て
あ
へ
り
︒
国
司
会
釈
す
る

間
︑
致
経
が
云
︑﹁
爰
に
老
者
一
人
合
奉
り
て
候
つ
ら
ん
︒
致
経
が
父
︑

平
五
大
夫
に
候
︒
堅
固
の
田
舍
人
に
て
︑
子
細
を
し
ら
ず
︒
無
礼
を
現
じ

候
つ
ら
ん
﹂
と
い
ふ
︒

︻
評
語
部
︼
致
経
︑
過
て
の
ち
︑﹁
さ
れ
ば
こ
そ
﹂
と
ぞ
い
ひ
け
る
と
か

︿
云
ケ
リ
〉︒

(一
三
五
話
)

右
の
説
話
で
	
文
目
の
文
末
は
﹁
た
り
﹂
だ
が
︑
文
中
を
﹁
く
だ
り
け
る

時
﹂
と
﹁
け
る
﹂
を
補
い
︑
�
文
目
の
語
り
部
の
文
に
も
古
事
談
を
踏
襲
し
文

中
に
﹁
け
る
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
会
話
部
分
に
入
る
前
の
説
明
的

な
箇
所
︵
行
跡
の
記
述
︶
で
あ
る
︒
そ
の
後
会
話
を
交
わ
す
迫
真
的
な
部
分
で

は
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
が
︑
評
語
部
の
後
日
談
の
部
分
で
は
︑
古
事
談
の

﹁
け
り
﹂
を
﹁
ぞ
い
ひ
け
る
﹂
と
係
り
結
び
に
変
え
て
強
調
し
つ
つ
︑
さ
ら
に

話
の
終
結
部
分
の
目
印
と
な
る
伝
承
表
現
﹁
と
か
﹂
を
付
し
て
話
を
終
わ
っ
て

い
る
︒

こ
れ
ら
�
話
の
場
合
は
︑
会
話
を
中
心
と
し
た
部
分
を
﹁
非
け
り
﹂
と
し
︑

そ
れ
を
囲
む
説
明
的
な
箇
所
に
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
一
方
︑

展
開
部
に
文
中
用
法
が
多
い
︵
一
︶
Ｃ
﹁
冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い

る
も
の
﹂︵
文
中
で
は
展
開
部
に
も
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
あ
る
︶
も
あ
る
︒

︻
冒
頭
部
︼
こ
れ
も
今
は
昔
︑
白
河
の
院
︑
御
と
の
ご
も
り
て
の
ち
︑
物

に
お
そ
は
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
︵
ヲ
ソ
ハ
レ
御
坐
ケ
ル
比
︶︒

︻
語
り
部
︼﹁
し
か
る
べ
き
武
具
を
︑
御
枕
の
上
に
置
べ
き
﹂
と
沙
汰
あ
り

て
︑
義
家
朝
臣
に
め
さ
れ
け
れ
ば
︵
被
召
ケ
レ
バ
︶︑
ま
ゆ
み
の
黒
ぬ
り

な
る
を
︑
一
張
参
ら
せ
た
り
け
る
︵
一
張
進
タ
リ
ケ
ル
)
を
︑
御
枕
に
た

て
ら
れ
て
後
︑
お
そ
は
れ
さ
せ
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
れ
︵
ヲ
ソ
ハ
レ
サ
セ

御
坐
サ
ザ
リ
ケ
レ
)
ば
︑
御
感
あ
り
て
︑﹁
こ
の
弓
は
︑
十
二
年
の
合
戦

の
と
き
や
︑
も
ち
た
り
し
﹂
と
御
尋
あ
り
け
れ
ば
︵
有
御
尋
之
処
︶︑
覚

え
ざ
る
よ
し
申
さ
れ
け
り
︵
申
ケ
レ
バ
︶︒

︻
評
語
部
︼
上
皇
し
き
り
に
御
感
有
け
り
と
か
︵
有
御
感
ケ
リ
︶︒(六

六
話
)

古
事
談
で
は
一
文
の
話
で
あ
る
が
︑
宇
治
で
は
三
文
に
分
割
さ
れ
る
︒
冒
頭
文

の
文
末
は
︑
古
事
談
の
連
体
用
法
を
連
体
形
終
止
と
し
て
転
用
し
て
い
る
︒
語

り
部
で
は
︑﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
多
用
さ
れ
る
が
︑
宇
治
で
付
け
加
え
た
﹁
御

尋
あ
り
け
れ
ば
﹂
を
除
く
と
︑
す
べ
て
古
事
談
の
表
現
の
踏
襲
で
あ
る
︒
終
局

部
で
は
古
事
談
の
﹁
申
ケ
レ
バ
﹂
を
﹁
申
さ
れ
け
り
﹂
と
し
終
止
形
で
閉
じ
る
︒

最
終
文
は
人
物
の
言
を
借
り
た
﹁
批
評
﹂
の
評
語
部
と
考
え
ら
れ
︵
岩
波
新
日

本
古
典
文
学
大
系
本
の
段
落
分
け
を
参
照
︶︑
古
事
談
の
﹁
け
り
﹂
を
踏
襲
し

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
四



つ
つ
︑﹁
と
か
﹂
を
付
し
て
話
の
終
結
を
印
象
づ
け
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
例
で
は
︑
宇
治
で
	
例
ず
つ
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
補
足
し
た
り
︑

出
典
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂﹁
け
り
﹂
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
一
方
で
︑
冒
頭
部

や
評
語
部
で
係
り
結
び
や
連
体
形
終
止
に
変
更
し
た
り
﹁
と
か
﹂
を
付
加
し
た

り
す
る
点
に
︑
枠
づ
け
を
志
向
す
る
部
分
も
見
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
右
の
第
六
三
話
・
第
一
三
五
話
の
宇
治
の
冒
頭
文
で
は
﹁
時
﹂

に
係
る
部
分
に
﹁
け
る
﹂
を
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
今
昔
で
は
冒
頭
文
で

人
物
の
存
在
を
表
す
と
き
﹁
有
ケ
リ
﹂
の
よ
う
に
終
止
形
で
一
旦
文
を
切
る
の

が
定
型
で
あ
る
︒
こ
れ
を
︑
一
文
目
の
初
出
用
法
が
﹁
け
る
﹂
と
な
る
か
﹁
け

り
﹂
と
な
る
か
で
見
る
と
︑
類
話
間
で
次
の
よ
う
な
形
式
の
違
い
が
見
ら
れ
る
︒

今
は
昔
︑
高
忠
と
い
ひ
け
る
越
前
守
の
時
に
⁝

(第
一
四
八
話
)

今
昔
︑
越
前
ノ
守
藤
原
孝
忠
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
︒
其
ノ
人
ノ
任
国
ニ
有
ケ

ル
間
ニ
⁝

(巻
一
九
ノ
一
三
)

冒
頭
部
や
終
局
部
・
評
語
部
に
見
ら
れ
る
終
止
形
︑
係
り
結
び
︑
連
体
形
終

止
︑﹁
に
け
り
﹂
な
ど
︑
文
を
﹁
切
る
﹂
表
現
形
式
で
用
い
る
と
き
に
枠
機
能

は
発
揮
さ
れ
や
す
い
︒
一
方
︑﹁
続
け
る
﹂
文
中
用
法
の
表
現
形
式
は
︑
冒
頭

文
に
用
い
た
場
合
で
も
解
説
機
能
に
傾
き
や
す
い
︒
冒
頭
文
の
初
出
用
法
の
比

較
で
︑
宇
治
で
は
﹁
け
る
﹂
が
︑
今
昔
で
は
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
や
す
い⑧
こ

と
は
︑
今
昔
に
比
べ
宇
治
が
冒
頭
部
の
枠
づ
け
意
識
が
弱
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

今
昔
で
は
︑
冒
頭
部
や
終
局
部
に
こ
の
よ
う
な
﹁
切
る
﹂
用
法
の
﹁
け
り
﹂

を
積
極
的
に
配
し
︑
展
開
部
の
﹁
非
け
り
﹂
を
囲
む
構
造
を
と
ろ
う
と
す
る
態

度
が
あ
る
︒
宇
治
の
例
話
で
も
︑
古
事
談
の
冒
頭
部
や
展
開
部
に
用
い
た
﹁
け

る
﹂﹁
け
れ
﹂
の
﹁
続
け
る
﹂
用
法
を
踏
襲
・
増
補
す
る
一
方
で
︑
冒
頭
部
や

終
局
部
・
評
語
部
等
で
﹁
切
る
﹂
表
現
に
改
変
す
る
場
合
も
見
ら
れ
た
︒
右
の

第
六
六
話
な
ど
で
は
︑﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂﹁
け
り
﹂
が
全
体
に
多
く
︑﹁
け
り
﹂

に
よ
る
枠
づ
け
は
一
見
放
棄
さ
れ
た
話
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
︑
古
事

談
説
話
を
三
文
に
切
っ
て
文
末
用
法
に
用
い
た
﹁
け
る
﹂﹁
け
り
﹂
は
︑
同
時

に
段
落
分
け
の
目
印
に
な
っ
て
い
る
と
も
評
せ
る
︒
今
昔
ほ
ど
徹
底
し
た
形
で

は
現
れ
な
い
に
し
て
も
︑
枠
づ
け
の
意
識
は
潜
在
的
に
は
宇
治
撰
者
に
お
い
て

も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

五

ま
と
め

以
上
︑
宇
治
の
﹁
け
り
﹂
の
持
つ
テ
ク
ス
ト
機
能
を
検
討
し
た
︒
冒
頭
部
の

﹁
け
り
﹂
に
始
発
機
能
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
が
︑
今
昔
に
比
べ
る

と
限
定
的
な
面
が
あ
っ
た
︒
一
方
︑
終
局
部
・
評
語
部
︵
後
日
談
・
解
説
︶
で

は
終
止
形
﹁
け
り
﹂
の
他
︑
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
・﹁
に
け
り
﹂
な
ど
︑

終
結
機
能
に
関
わ
る
面
が
強
く
認
め
ら
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
表
現
が
多
い
の
は
︑

文
末
を
強
く
﹁
切
る
﹂
こ
と
に
よ
り
事
件
の
終
結
部
分
を
強
調
・
明
確
化
す
る

た
め
の
表
現
の
工
夫
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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五



こ
れ
を
文
章
構
造
の
面
か
ら
見
る
と
︑
文
末
用
法
の
﹁
け
り
﹂
に
よ
る
分
類

で
は
︵
一
︶
の
枠
を
造
る
話
型
も
多
く
見
ら
れ
た
が
︑︵
一
︶
で
あ
っ
て
も
展

開
部
に
文
中
用
法
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
散
在
す
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ

た
︒
こ
の
た
め
︑
宇
治
に
は
︑
今
昔
の
天
竺
震
旦
部
・
本
朝
仏
法
部
の
よ
う
に
︑

冒
頭
部
や
終
局
部
の
文
に
の
み
﹁
け
り
﹂
を
使
う
よ
う
な
典
型
的
な
枠
構
造
の

例
は
少
数
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
宇
治
で
は
︑
冒
頭
部
や
終
局
部
の
文
末
に

﹁
け
り
﹂
を
用
い
て
枠
づ
け
る
表
現
と
︑
展
開
部
の
文
中
の
解
説
的
な
内
容
に

﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
使
う
表
現
と
が
︑
一
話
の
中
で
併
存
す
る
場
合
が
多
い
た

め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
き
﹂
が
枠
構
造
を
な
す
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と

に
も
照
ら
す
と
︑﹁
け
り
﹂
の
枠
づ
け
の
機
能
も
潜
在
的
に
は
意
識
さ
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
枠
構
造
を
﹁
け
り
﹂
の
配
置
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作

ろ
う
と
す
る
面
の
あ
る
今
昔
に
対
し
︑
宇
治
で
は
解
説
的
な
﹁
け
り
﹂
が
冒
頭

部
や
終
局
部
に
集
中
し
自
ず
と
枠
が
出
来
た
場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の

よ
う
な
宇
治
の
中
に
あ
っ
て
︑﹁
こ
そ
～
け
れ
﹂
の
よ
う
に
終
局
部
に
偏
っ
た

表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
撰
者
が
積
極
的
に
終
局
部
を
枠
づ
け
よ
う
と
す
る

意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
︒

注①

阪
倉
篤
義
﹁
竹
取
物
語
に
お
け
る
文
体
の
問
題
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
第
二
五
巻
第
一

一
号

一
九
五
六
︶

②

拙
稿
﹁
今
昔
物
語
集
の
﹃
け
り
﹄
の
テ
ク
ス
ト
機
能

︱
冒
頭
段
落
に
お
け
る
文

体
的
変
異
に
つ
い
て

︱
﹂︵﹃
古
典
語
研
究
の
焦
点
﹄
武
蔵
野
書
院

二
〇
一
〇
︶

拙
稿
﹁
今
昔
物
語
集
の
﹃
け
り
﹄
の
テ
ク
ス
ト
機
能
︵
続
︶

︱
終
結
機
能
を
中
心

に

︱
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
第
八
十
巻
第
十
号

二
〇
一
一
︶

③

今
昔
と
三
宝
絵
に
つ
い
て
は
注
②
の
第
二
論
文
の
注

を
参
照
︒
落
窪
物
語
に
つ

13

い
て
は
塚
原
鉄
雄
﹃
国
語
構
文
の
成
文
機
構
﹄︵
新
典
社

二
〇
〇
二
︶
は
﹁
き
﹂

を
挿
入
表
現
と
し
︑
法
華
百
座
聞
書
抄
に
つ
い
て
は
︑
小
松
英
雄
﹁
助
動
詞
キ
の
運

用
で
物
語
に
誘
い
込
む
﹂︵﹃
日
本
語
学
﹄
第
二
四
巻
一
号

二
〇
〇
五
︶
は
直
接
体

験
の
表
現
に
よ
る
導
入
効
果
を
指
摘
す
る
︒
本
稿
で
は
始
発
機
能
・
終
結
機
能
の
面

を
指
摘
し
た
︒

④

岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
今
昔
物
語
集
四
﹄
の
解
説
に
あ
る
よ
う
に
︑
文
体
の

目
印
語
は
巻
一
九
・
二
〇
を
境
に
漢
文
訓
読
調
か
ら
和
文
調
へ
交
代
す
る
が
︑﹃
日

本
霊
異
記
﹄
を
典
拠
と
す
る
話
が

話
あ
る
た
め
︑
全
体
の
文
体
基
調
は
︑
中
間
的

20

か
ら
や
や
訓
読
調
に
傾
く
︒﹁
け
れ
ば
﹂
が
巻
二
十
以
降
の
巻
に
比
べ
少
な
い
の
は

出
典
が
関
連
す
る
︒

⑤

﹁
云
ケ
レ
バ
﹂
の
例
は
︑
今
昔
で
は
︑
天
竺
震
旦
	
例
︑
本
朝
仏
法

例
︑
本
朝

23

世
俗

例
で
︑
本
朝
世
俗
部
は
宇
治
と
似
た
傾
向
が
あ
る
︒

213

⑥

拙
著
﹃
今
昔
物
語
集
の
表
現
形
成
﹄︵
和
泉
書
院

二
〇
〇
三
︶
第
三
章
第
三
節

﹁
今
昔
物
語
集
の
﹃
け
り
﹄
叙
述
﹂
で
︑
今
昔
本
朝
世
俗
部
で
は
︑
宇
治
に
な
い
箇

所
に
ま
で
﹁
け
り
﹂
を
増
補
す
る
傾
向
を
指
摘
し
た
︒
た
だ
し
﹁
け
り
﹂
の
枠
が
肥

大
す
る
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
枠
の
崩
壊
を
意
味
し
な
い
︒﹁
け
り
﹂
を
ほ
と
ん
ど
の

文
で
用
い
な
が
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
場
面
の
文
末
に
の
み
﹁
非
け
り
﹂
を
使
い
る
こ

と
で
︑
場
面
に
焦
点
を
当
て
る
﹁
越
前
守
藤
原
孝
忠
侍
出
家
語
﹂︵
巻
十
九
ノ
十
三
︶

﹁
池
尾
禅
珎
内
供
鼻
事
﹂︵
巻
二
八
ノ
十
︶
な
ど
の
例
の
よ
う
に
︑﹁
け
り
﹂
が
多
く

と
も
﹁
非
け
り
﹂
と
対
比
的
に
用
い
る
こ
と
で
枠
が
保
た
れ
る
場
合
が
多
い
︒

⑦

糸
井
通
浩
﹁﹃
け
り
﹄
の
文
体
論
的
試
論

︱
古
今
集
詞
書
と
伊
勢
物
語
の
文
章

︱
﹂︵﹃
王
朝
﹄
第
四
冊

一
九
七
一
︶
が
︑﹁
け
り
﹂
は
聴
き
手
へ
の
﹁
素
材
の

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
六



事
実
に
対
す
る
確
認
﹂
を
表
出
す
る
と
い
う
説
に
基
づ
き
︑
聴
き
手
に
確
認
し
解
説

す
る
機
能
と
し
た
︒

⑧

冒
頭
第
一
文
で
﹁
け
り
﹂
の
初
出
の
活
用
形
を
調
べ
る
と
︑
宇
治
で
は
文
中
の

﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
初
出
話
が

例
︵﹁
け
る
﹂

例
﹁
け
れ
﹂
�
例
︶︑﹁
け
り
﹂
初

69

62

出
話
は

例
︵
係
結
	
例
︑
連
体
形
終
止
�
例
を
含
む
︶
例
で
拮
抗
し
て
い
る
︒
今

80

昔
で
は
︑﹁
ケ
ル
﹂﹁
ケ
レ
﹂
初
出
話
が

例
︵﹁
ケ
ル
﹂

例
﹁
ケ
レ
﹂
�
例
︶︑

152

147

﹁
ケ
リ
﹂
初
出
話
が

例
︵
係
結
�
例
︑
連
体
形
終
止
�
例
を
含
む
︶
で
︑
文
中
用

632

法
で
始
め
る
率
は
低
い
︒

宇
治
拾
遺
物
語
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

七
七


