
古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

︱
﹁
に
け
り
﹂﹁
係
り
結
び
﹂
の
終
結
機
能

︱

藤

井

俊

博

一

問
題
の
所
在

こ
れ
ま
で
筆
者
は
︑
拙
稿
︵
二
〇
一
〇
︶︵
二
〇
一
一
︶︵
二
〇
一
二
︶︵
以

下
﹁
前
稿
﹂
と
す
る
︶
で
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
を
取
り
上
げ
︑﹁
け

り
﹂
が
話
の
冒
頭
部
と
終
局
部
・
評
語
部
に
多
く
用
い
ら
れ
て
︑
枠
づ
け
の
テ

ク
ス
ト
機
能
を
も
つ
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
大
き
な
傾
向
と
し

て
は
︑
今
昔
物
語
集
に
お
い
て
は
天
竺
震
旦
部
・
本
朝
仏
法
部
な
ど
で
﹁
け

り
﹂
で
枠
を
作
り
︑
展
開
部
が
﹁
非
け
り
﹂
と
な
る
典
型
例
が
多
く
見
ら
れ
る
︒

宇
治
拾
遺
物
語
で
は
︑
典
型
的
な
枠
構
造
を
な
さ
な
い
例
も
多
く
︑
展
開
部
に

お
い
て
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
︒
し
か
し
︑

宇
治
拾
遺
物
語
に
お
い
て
も
︑
冒
頭
部
や
終
局
部
に
お
い
て
係
り
結
び
・
連
体

形
終
止
や
﹁
に
け
り
﹂
な
ど
の
強
調
的
な
表
現
を
用
い
て
︑
な
お
﹁
け
り
﹂
に

よ
る
枠
組
み
を
保
と
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
︒

こ
れ
ら
を
承
け
︑
本
稿
で
は
古
本
説
話
集
に
お
け
る
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト

機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
古
本
説
話
集
は
︑
今
昔
物
語
集
や
宇
治
拾
遺
物
語

と
の
類
話
を
含
ん
で
お
り
︑
こ
れ
ら
三
書
は
︑
宇
治
大
納
言
物
語
を
共
通
祖
本

と
す
る
説
話
群
と
さ
れ
て
い
る
︒
古
本
説
話
集
は
︑
主
に
和
歌
説
話
を
集
め
た

上
巻
︵
一
話
～
四
六
話
︶
と
︑
仏
教
説
話
を
集
め
た
下
巻
︵
四
七
話
～
七
〇

話
︶
に
分
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
話
柄
の
違
い
に
よ
っ
て
︑
文
章
構
成
の
違
い
も

見
ら
れ
る
︒
上
巻
の
和
歌
説
話
で
は
︑
歌
物
語
的
な
内
容
が
中
心
で
あ
り
︑
和

歌
の
提
示
に
よ
り
説
話
の
終
結
と
な
る
場
合
が
多
い
︒
下
巻
の
仏
教
説
話
は
物

語
の
標
準
的
な
構
成
に
な
る
傾
向
が
強
く
︑
古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用

傾
向
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
︑
こ
れ
ら
上
・
下
巻
の
差
異
を
勘
案
す
る
必
要

が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
本
稿
で
は
︑﹁
け
り
﹂
の
終
結
機

能
を
中
心
に
︑
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
文
・﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
を
考
察

す
る
︒
な
お
︑
古
本
説
話
集
の
本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
︒

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

一
三
〇



二

話
型
の
分
類
と
枠
構
造

ま
ず
︑
古
本
説
話
集
に
お
け
る
﹁
け
り
﹂
の
用
法
を
︑
こ
れ
ま
で
今
昔
物
語

集
や
宇
治
拾
遺
物
語
を
分
析
し
た
の
と
同
じ
基
準
で
話
型
を
分
類
す
る
︒
説
話

の
文
章
構
造
と
﹁
け
り
﹂
の
分
布
傾
向
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
前
稿
で
今
昔
物

語
集
の
話
型
を
基
本
と
し
て
考
え
︑
冒
頭
部
・
語
り
部
︵
展
開
部
と
終
局

部
︶・
評
語
部
に
わ
け
て
検
討
し
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
文
末
の
﹁
け
り
﹂
が

こ
の
よ
う
な
内
容
の
ど
の
箇
所
に
分
布
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
話
型
を
分
析
し

た
︒

︵
評
語
部
)

︵
冒
頭
部
)

︵
語
り
部
)

↓

冒
頭
部

↓

評
語
部

展
開
部
︵
発
端
・
発
展
︶
↓

終
局
部

古
本
説
話
集
に
お
い
て
も
同
じ
基
準
で
話
型
分
析
を
考
え
︑
こ
れ
ら
の
説
話

集
と
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ
ら
の
要
素
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
お

く
と
︑
冒
頭
部
は
︑
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
で
あ
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
�
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
︑
古
本
説
話
集
で
は
︑
上
巻
の
和
歌
説
話
を
中
心
と
し
た
話
で
は
︑

冒
頭
部
と
語
り
部
が
文
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
ず
︑
一
文
の
形
で
一
体
化
し
た
場

合
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
語
り
部
の
文
末
に
﹁
け
り
﹂
が
使
用
さ
れ

て
い
れ
ば
︑
冒
頭
部
と
語
り
部
の
両
方
に
お
い
て
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い

る
と
見
な
す
こ
と
に
す
る
︒

右
の
よ
う
な
基
準
に
よ
り
︑
古
本
説
話
集
の
文
章
の
型
を
調
査
す
る
と
︑
次

の
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
括
弧
内
は
︑
展
開
部
に
文
中
用
法
を
含
む
話
数
で
あ
る
︒

︵
一
︶

展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
な
い
も
の

総
計

�
話
︵

話
)

14

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
)

Ｃ

冒
頭
部
と
終
局
部
と
評
語
部
に
用
い
る
も
の

�
話
︵
�
話
)

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
)

34

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
)

10

Ｊ

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

�
話
︵

話
)

11

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

一
三
一



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
)

古
本
説
話
集
で
は
︑
冒
頭
部
と
終
局
部
・
評
語
部
で
枠
を
作
る
(一
)の
型
に

は
文
末
用
法
の
み
で
文
中
用
法
が
見
ら
れ
な
い
枠
構
造
の
例
が
�
例
見
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
短
小
な
和
歌
説
話
の
例
で
あ
り
︑
あ
る
程
度
の

長
さ
の
説
話
で
は
︑
展
開
部
に
も
文
中
用
法
を
も
全
く
用
い
な
い
︑
完
全
な
枠

構
造
を
と
る
説
話
は
一
例
も
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
典
型
例
に
近
い
例
と
し

て
︑
文
中
用
法
が
展
開
部
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
︑﹁
け
り
﹂
の
文
末
用
法
が

冒
頭
部
・
終
局
部
に
の
み
偏
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
が
少
数
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑

冒
頭
部
と
終
局
部
に
文
末
の
﹁
け
り
﹂
を
用
い
た
Ｂ
の
例
を
挙
げ
て
お
く
︒

︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
丹
後
の
国
は
北
国
に
て
︑
雪
深
く
︑
風
け
わ
し
く
侍

山
寺
に
︑
観
音
験
じ
給
︒
そ
こ
に
貧
し
き
修
行
者
籠
り
に
け
り
︒
冬
の

こ
と
に
て
︑
高
き
山
な
れ
ば
︑
雪
い
と
深
し
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
お
ぼ
ろ

け
な
ら
ず
は
人
通
ふ
べ
か
ら
ず
︒
こ
の
法
師
︑
糧
絶
へ
て
日
来
経
る

ま
ゞ
に
︑
食
ふ
べ
き
物
な
し
︒
雪
消
え
た
ら
ば
こ
そ
出
で
て
乞
食
を
も

せ
め
︑
人
を
知
り
な
ら
ば
こ
そ
﹁
訪
へ
﹂
と
も
言
は
め
︑
雪
の
中
な
れ

ば
︑
木
草
の
葉
だ
に
食
ふ
べ
き
物
も
な
し
︒
五
六
日
請
ひ
念
ず
れ
ば
︑

十
日
ば
か
り
に
な
り
に
け
れ
ば
︑
力
も
な
く
︑
起
き
上
が
る
べ
き
心
地

も
せ
ず
︒
寺
の
辰
巳
の
隅
に
破
れ
た
る
蓑
う
ち
敷
き
て
︑
木
も
え
拾
は

ね
ば
︑
火
も
え
焚
か
ず
︑
寺
は
荒
れ
た
れ
ば
︑
風
も
た
ま
ら
ず
︑
雪
も

障
ら
ず
︑
い
と
わ
り
な
き
に
︑
つ
く
づ
く
と
臥
せ
り
︒
物
の
み
欲
し
く

て
︑
経
も
読
ま
れ
ず
︑
念
仏
だ
に
せ
ら
れ
ず
︒
た
ゞ
今
を
念
じ
て
︑

﹁
今
し
ば
し
あ
り
て
︑
物
は
出
で
来
な
ん
︑
人
は
訪
ひ
て
ん
﹂
と
思
は

ば
こ
そ
あ
ら
め
︑
心
細
き
事
限
り
な
し
︒
今
は
死
ぬ
る
を
限
り
に
て
︑

心
細
き
ま
ゝ
に
︑﹁
こ
の
寺
の
観
音
︑
頼
み
て
こ
そ
は
︑
か
ゝ
る
雪
の

下
︑
山
の
中
に
も
臥
せ
れ
︑
た
ゞ
ひ
と
た
に
声
を
高
く
し
て
﹁
南
無
観

音
﹂
と
申
す
に
︑
も
ろ
く
の
願
ひ
み
な
満
ち
ぬ
る
こ
と
な
り
︒
年
来
仏

を
頼
み
奉
り
て
︑
こ
の
身
い
と
悲
し
︒
日
来
観
音
に
心
ざ
し
を
一
つ
に

し
て
頼
み
奉
る
し
る
し
に
︑
今
は
死
に
侍
な
ん
ず
︒
同
じ
き
死
に
を
︑

仏
を
頼
み
奉
り
た
ら
む
ば
か
り
に
は
︑
終
り
を
も
た
し
か
に
乱
れ
ず
と

り
も
や
す
る
と
て
︑
こ
の
世
に
は
︑
今
さ
ら
に
は
か
ぐ
し
き
事
あ
ら
じ

と
は
思
な
が
ら
︑
か
く
し
歩
き
侍
︒
な
ど
か
助
け
給
ざ
ら
ん
︒
高
き
位

を
求
め
︑
重
き
宝
を
求
め
ば
こ
そ
あ
ら
め
︑
た
ゞ
今
日
食
べ
て
︑
命
生

く
ば
か
り
の
物
を
求
べ
て
賜
べ
﹂
と
申
程
に
︑
戌
亥
の
隅
の
荒
れ
た
る

に
︑
狼
に
追
は
れ
た
る
鹿
入
り
来
て
︑
倒
れ
て
死
ぬ
︒

こ
ゝ
に
こ
の
法
師
︑﹁
観
音
の
賜
び
た
る
な
む
め
り
﹂
と
︑﹁
食
ひ
や
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せ
ま
し
﹂
と
思
へ
ど
も
︑﹁
年
来
仏
を
頼
み
て
行
ふ
こ
と
︑
や
う
〳
〵

年
積
り
に
た
り
︒
い
か
で
か
こ
れ
を
に
わ
か
に
食
わ
ん
︒
聞
け
ば
︑
生

き
物
み
な
前
の
世
の
父
母
也
︒
我
物
欲
し
と
い
ひ
な
が
ら
︑
親
の
肉
を

屠
り
て
食
は
ん
︒
物
の
肉
を
食
ふ
人
は
︑
仏
の
種
を
絶
ち
て
︑
地
獄
に

人
る
道
也
︒
よ
ろ
づ
の
鳥
け
だ
物
も
︑
見
て
は
逃
げ
走
り
︑
怖
ぢ
騒
ぐ
︒

菩
薩
も
遠
ざ
か
り
給
べ
し
﹂
と
思
ど
も
︑
こ
の
世
の
人
の
悲
し
き
こ
と

は
︑
後
の
罪
も
お
ぼ
え
ず
︑
た
ゞ
今
生
き
た
る
程
の
堪
へ
が
た
さ
に
堪

へ
か
ね
て
︑
刀
を
抜
き
て
︑
左
右
の
股
の
肉
を
切
り
取
り
て
︑
鍋
に
人

れ
て
煮
食
ひ
つ
︒
そ
の
味
は
ひ
の
甘
き
こ
と
限
り
な
し
︒

さ
て
︑
物
の
欲
し
さ
も
失
せ
ぬ
︒
力
も
付
き
て
人
心
地
お
ぼ
ゆ
︒

﹁
あ
さ
ま
し
き
わ
ざ
を
も
し
つ
る
か
な
﹂
と
思
て
︑
泣
く
〳
〵
ゐ
た
る

程
に
︑
人
〴
〵
あ
ま
た
来
る
音
す
︒
聞
け
ば
︑﹁
こ
の
寺
に
籠
り
た
り

し
聖
は
い
か
に
な
り
給
に
け
ん
︒
人
通
ひ
だ
る
跡
も
な
し
︒
参
り
物
も

あ
ら
し
︒
人
気
な
き
は
︑
も
し
死
に
給
に
け
る
か
﹂
と
︑
口
〴
〵
に
言

ふ
音
す
︒﹁
こ
の
肉
を
食
ひ
だ
る
跡
を
い
か
で
ひ
き
隠
さ
ん
﹂
な
ど
思

へ
ど
︑
す
べ
き
方
な
し
︒﹁
又
食
ひ
残
し
て
鍋
に
あ
る
も
見
苦
し
﹂
な

ど
田
心
程
に
︑
人
〴
〵
入
り
来
ぬ
︒

﹁
い
か
に
し
て
か
日
来
お
は
し
つ
る
﹂
な
ど
︑
廻
り
を
見
れ
ば
︑
鍋

に
檜
の
切
れ
を
人
れ
て
煮
食
ひ
た
り
︒﹁
こ
れ
は
︑
食
ひ
物
な
し
と
い

ひ
な
が
ら
︑
木
を
い
か
な
る
人
か
食
ふ
﹂
と
言
ひ
て
︑
い
み
じ
く
あ
は

れ
が
る
に
︑
人
〴
〵
仏
を
見
奉
れ
ば
︑
左
右
の
股
を
新
し
く
彫
り
取
り

た
り
︒﹁
こ
れ
は
︑
こ
の
聖
の
食
ひ
だ
る
な
り
﹂
と
て
︑﹁
い
と
あ
さ
ま

し
き
わ
ざ
し
給
へ
る
聖
か
な
︒
同
じ
木
を
切
り
食
ふ
物
な
ら
ば
︑
柱
を

も
割
り
食
ひ
て
ん
物
を
︒
な
ど
仏
を
損
ひ
給
け
ん
﹂
と
言
ふ
︒
驚
き
て
︑

こ
の
聖
見
奉
れ
ば
︑
人
人
言
ふ
が
ご
と
し
︒﹁
さ
は
︑
あ
り
つ
る
鹿
は

仏
の
験
し
給
へ
る
に
こ
そ
有
け
れ
﹂
と
思
ひ
て
︑
あ
り
つ
る
や
う
を

人
〴
〵
に
語
れ
ば
︑
あ
は
れ
が
り
悲
し
み
あ
ひ
た
り
け
る
程
に
︑
法
師
︑

泣
く
泣
く
仏
の
御
前
に
参
り
で
申
︒﹁
も
し
仏
の
し
給
へ
る
こ
と
な
ら

ば
︑
も
と
の
様
に
な
ら
せ
給
ね
﹂
と
返
々
申
け
れ
ば
︑
人
〴
〵
見
る
前

に
︑
も
と
の
様
に
な
り
満
ち
に
け
り
︒

さ
れ
ば
︑
こ
の
寺
を
ば
成
合
と
申
侍
な
り
︒
観
音
の
御
し
る
し
︑
こ

れ
の
み
に
お
は
し
ま
さ
ず
︒

︵
下
の
五
三
)

こ
の
例
で
は
冒
頭
部
と
終
局
部
に
お
い
て
﹁
に
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
枠
を
な

し
て
い
る
︒
展
開
部
や
終
局
部
の
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
一
部
見
ら
れ

る
が
︑
典
型
的
な
枠
構
造
に
近
い
例
で
あ
る
︒
次
に
︑
冒
頭
部
・
終
局
部
・
評

語
部
の
文
末
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
る
Ｃ
の
例
を
挙
げ
る
︒

︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
大
和
の
国
に
長
者
あ
り
け
り
︒
家
に
は
山
を
築
き
︑

池
を
掘
り
て
︑
い
み
じ
き
こ
と
ど
も
を
尽
く
せ
り
︒
門
守
り
の
女
の
子

な
り
け
る
童
の
︑
真
福
田
丸
と
い
ふ
あ
り
け
り
︒

春
︑
池
の
ほ
と
り
に
至
り
て
︑
芹
を
摘
み
け
る
あ
ひ
だ
に
︑
こ
の
長

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
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者
の
い
つ
き
姫
君
︑
出
で
て
遊
び
け
る
を
見
る
に
︑
顔
貌
え
も
い
は
ず
︒

こ
れ
を
見
て
よ
り
後
︑
こ
の
童
︑
お
ほ
け
な
き
心
つ
き
て
︑
歎
き
わ
た

れ
ど
︑
か
く
と
だ
に
ほ
の
め
か
す
べ
き
便
り
も
な
か
り
け
れ
ば
︑
つ
ゐ

に
病
に
な
り
て
︑
そ
の
事
と
か
く
臥
し
た
り
け
れ
ば
︑
母
怪
し
み
て
︑

そ
の
故
を
あ
な
が
ち
に
問
ふ
に
︑
童
︑
あ
り
の
ま
ゝ
に
語
る
︒
す
べ
て

あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
︑
わ
が
子
の
死
な
ん
ず
る
事
を
歎
く
程
に
︑

母
も
又
病
に
な
り
ぬ
︒
そ
の
時
︑
こ
の
家
の
女
房
ど
も
︑
こ
の
女
の
宿

り
に
遊
ぶ
と
て
︑
入
り
て
見
る
に
︑
二
人
の
物
病
み
臥
せ
り
︒
怪
し
み

て
問
ふ
に
︑
女
の
言
ふ
や
う
︑﹁
さ
せ
る
病
に
は
あ
ら
ず
︒
し
か
し
か

の
こ
と
八
侍
を
︑
思
ひ
歎
く
に
よ
り
て
︑
親
子
死
な
ん
と
す
る
な
り
﹂

と
言
ふ
︒
女
房
笑
ひ
て
︑
こ
の
よ
し
を
姫
君
に
語
れ
ば
︑
あ
は
れ
が
り

て
︑﹁
や
す
き
事
也
︒
早
く
病
を
や
め
よ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑
童
も
親

も
か
し
こ
ま
り
て
︑
喜
び
て
︑
起
き
上
が
り
て
︑
物
食
ひ
な
ど
し
て
元

の
や
う
に
な
り
ぬ
︒

姫
君
言
ふ
や
う
︑﹁
忍
び
て
文
な
ど
通
は
さ
む
に
︑
手
書
か
ざ
ら
ん
︑

口
惜
し
︒
手
習
ふ
べ
し
﹂︒
童
喜
び
て
︑
一
二
日
に
習
ひ
取
り
つ
︒
ま

た
い
は
く
︑﹁
わ
が
父
だ
ゝ
死
な
む
こ
と
近
し
︒
そ
の
後
︑
何
事
を
も

沙
汰
せ
さ
す
べ
き
に
︑
文
字
習
は
が
ら
ん
︑
わ
ろ
し
︒
学
問
す
べ
し
﹂︒

童
︑
又
学
問
し
て
︑
物
見
明
か
す
程
に
な
り
ぬ
︒
又
い
は
く
︑﹁
忍
び

て
通
は
ん
に
︑
童
︑
見
苦
し
︒
法
師
に
な
る
べ
し
﹂︒
す
な
は
ち
な
り

ぬ
︒
又
い
は
く
︑﹁
そ
の
事
と
な
き
法
師
の
近
づ
か
ん
︑
怪
し
︒
心
経
︑

大
般
若
な
ど
諦
か
べ
し
︒
祈
り
せ
さ
す
る
や
う
に
も
て
な
さ
ん
﹂
と
言

ふ
に
︑
言
ふ
に
従
ひ
て
誦
み
つ
︒
又
言
は
く
︑﹁
な
を
︑
い
さ
ゝ
か
修

行
せ
よ
︒
御
し
ん
す
る
や
う
に
て
近
づ
く
べ
し
﹂
と
言
へ
ば
︑
又
修
行

に
出
で
立
つ
︒
姫
君
あ
は
れ
み
て
︑
藤
袴
を
調
じ
て
取
ら
す
︒
片
袴
を

ば
︑
姫
君
身
づ
か
ら
縫
い
つ
︒
こ
れ
を
蒻
て
修
行
し
歩
く
程
に
︑
こ
の

姫
君
︑
は
か
な
く
煩
ひ
て
失
せ
に
け
り
︒

か
く
し
廻
り
て
︑
い
つ
し
か
と
帰
り
た
る
に
︑﹁
姫
君
失
せ
に
け
り
﹂

と
聞
く
に
︑
悲
し
き
こ
と
限
り
な
し
︒
そ
れ
よ
り
道
心
深
く
発
り
け
れ

ば
︑
と
こ
ろ
ぐ
行
ひ
歩
き
て
︑
貴
き
上
人
に
て
ぞ
を
は
し
け
る
︒
名
を

ば
智
光
と
て
申
け
る
︒
つ
ゐ
に
往
生
し
て
け
り
︒

あ
と
に
弟
子
ど
も
︑
後
の
業
に
︑
行
基
菩
薩
を
導
師
に
諳
じ
奉
り
け

る
に
︑
礼
盤
に
上
り
て
︑﹁
真
福
田
丸
が
藤
袴
︑
我
ぞ
縫
い
し
片
袴
﹂

と
言
ひ
て
︑
異
事
も
言
は
で
下
り
給
に
け
り
︒
弟
子
ど
も
怪
し
み
て
︑

問
ひ
奉
り
け
れ
ば
︑﹁
亡
者
智
光
︑
か
な
ら
ず
往
生
す
べ
か
り
し
人
也
︒

は
か
ら
ざ
る
に
惑
ひ
に
入
り
に
し
か
ば
︑
我
︑
方
便
に
て
︑
か
く
は
誘

へ
た
る
也
﹂
と
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
︒

行
基
菩
薩
︑
こ
の
智
光
を
導
か
ん
が
た
め
に
︑
仮
に
長
者
の
娘
と
生

れ
給
へ
る
也
け
り
︒
行
基
菩
薩
は
文
殊
な
り
︒
真
福
田
丸
は
智
光
が
童

名
な
り
︒
さ
れ
ば
︑
か
く
︑
仏
︑
菩
薩
も
︑
男
女
と
な
り
て
こ
そ
道
び
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き
給
け
れ
︒

︵
下
の
六
〇
)

こ
の
例
で
は
︑
展
開
部
に
文
末
用
法
の
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
な
い
が
︑
冒
頭

部
に
﹁
あ
り
け
り
﹂
が
あ
り
︑
終
局
部
に
﹁
に
け
り
﹂︵
失
せ
に
け
り
︶
が
あ

り
︑
そ
の
後
の
評
語
部
に
︑﹁
け
る
︵
連
体
形
終
止
︶﹂﹁
ぞ
～
け
る
・
こ
そ
～

け
れ
︵
係
り
結
び
︶﹂﹁
て
け
り
﹂﹁
に
け
り
﹂﹁
な
り
け
り
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い

る
︒
た
だ
し
展
開
部
に
は
︑
	
例
の
﹁
け
れ
ば
﹂
が
見
ら
れ
る
が
︑
こ
の
よ
う

な
文
を
繋
ぐ
用
法
の
﹁
け
れ
ば
﹂
は
切
れ
目
を
作
り
に
く
く
︑
文
を
切
る
用
法

で
あ
る
文
末
用
法
の
方
が
枠
を
形
成
す
る
用
法
と
見
る
こ
と
が
で
き
る①
︒
こ
の

よ
う
に
︑
右
の
例
で
も
﹁
に
け
り
﹂
や
係
り
結
び
が
枠
構
造
の
形
成
に
関
わ
る

こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

古
本
説
話
集
で
は
︑
右
の
よ
う
な
枠
構
造
の
例
も
見
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り

は
(二
)の
よ
う
に
展
開
部
に
も
文
末
の
﹁
け
り
﹂
が
あ
る
例
が
Ｉ
・
Ｊ
の
話
型

を
中
心
に
見
ら
れ
︑
(一
)の
倍
以
上
の
用
例
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
文
中
用

法
を
展
開
部
に
含
ん
で
い
る
例
も
多
く
︑
古
本
説
話
集
全
体
と
し
て
は
︑
枠
構

造
を
と
る
意
識
は
今
昔
物
語
集
な
ど
に
比
べ
て
希
薄
な
印
象
を
受
け
る
︒
し
か

し
︑
こ
れ
ら
の
例
に
も
枠
に
関
わ
る
特
徴
は
認
め
ら
れ
る
︒
次
に
冒
頭
部
︑
展

開
部
・
終
局
部
・
評
語
部
の
文
末
に
﹁
け
り
﹂
を
と
る
Ｊ
の
例
を
挙
げ
る
︒

︻
例
	
︼

今
は
昔
︑
人
の
女
の
幼
か
り
け
る
︑
継
母
に
あ
ひ
て
︑
憎
ま
れ

て
︑
わ
び
し
げ
に
て
有
け
り
︒
継
母
︑
我
方
に
人
の
も
と
よ
り
︑
讃
岐

の
小
鍋
を
多
く
得
て
︑
前
に
と
り
並
べ
て
︑
見
沙
汰
し
け
る
を
︑
こ
の

子
に
一
も
と
ら
せ
ざ
り
け
り
︒﹁
心
憂
し
﹂
と
思
ひ
て
︑
南
面
の
人
も

な
き
方
に
出
で
て
︑
う
ち
泣
き
て
な
が
め
ゐ
た
れ
ば
︑
鶯
︑
同
じ
心
に

い
み
じ
く
鳴
き
け
れ
ば
︑

鴬
よ
な
ど
さ
は
鳴
く
ぞ
乳
や
ほ
し
き
牛
鍋
や
ほ
し
き
母
や
恋
し
き
と

ぞ
詠
み
た
り
け
る
︒

容
貌
︑
心
ば
へ
も
う
つ
く
し
か
り
け
れ
ど
も
︑
継
母
に
な
り
ぬ
れ
ば
︑

か
く
憎
み
け
る
也
︒

︵
上
の
一
六
)

和
歌
説
話
は
︑
右
の
よ
う
な
短
小
な
話
が
多
く
︑
冒
頭
部
と
展
開
部
と
終
局
部

の
境
界
が
明
確
で
は
な
い
た
め
︑
こ
の
よ
う
に
展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
が
用
い
ら

れ
る
例
が
多
く
な
る
︒
右
の
例
で
は
︑
冒
頭
第
一
文
が
﹁
わ
び
し
げ
に
て
有
け

り
﹂
で
始
ま
る
︒
続
く
文
の
末
尾
﹁
と
ら
せ
ざ
り
け
り
﹂
は
冒
頭
部
で
い
き
さ

つ
を
述
べ
る
﹁
行
跡
﹂
と
も
展
開
部
の
一
部
と
も
と
ら
れ
る
︒
分
類
上
は
展
開

部
と
終
局
部
を
兼
ね
た
文
が
﹁
ぞ
詠
み
た
り
け
る
﹂
の
文
で
あ
る
た
め
Ｊ
に
分

類
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
例
で
は
展
開
部
の
和
歌
が
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

で
あ
り
︑
そ
れ
を
承
け
た
終
局
部
の
叙
述
が
﹁
ぞ
～
け
る
﹂
で
締
め
括
ら
れ
︑

叙
述
の
切
れ
目
を
明
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
続
く
解
説
の
評
語
部
に
﹁
け
る

也
﹂
と
叙
述
さ
れ
︑
内
容
が
区
別
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
次
の
例
︑

︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
こ
の
四
五
年
ば
か
り
の
程
の
こ
と
な
る
べ
し
︑
人
の

許
に
宮
仕
へ
し
て
あ
る
生
侍
あ
り
け
り
︒
す
る
こ
と
の
な
き
ま
ゝ
に
︑

清
水
に
人
真
似
し
て
︑
千
度
詣
で
二
度
ぞ
し
た
り
け
る
︒

古
本
説
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其
後
い
く
ば
く
も
な
く
て
︑
主
の
許
に
あ
り
け
る
同
じ
や
う
な
る
侍

と
︑
双
六
を
打
ち
合
ひ
に
け
り
︒
お
ほ
く
負
け
て
︑
渡
す
べ
き
物
な
か

り
け
る
を
︑
い
た
く
責
め
け
れ
ば
︑
思
ひ
わ
び
て
︑﹁
わ
が
持
た
る
物

な
し
︒
た
ゞ
今
貯
へ
た
る
物
と
て
は
︑
清
水
に
二
千
度
参
り
た
る
こ
と

の
み
な
ん
あ
る
︒
そ
れ
を
渡
さ
ん
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑
傍
に
て
聞
く

人
〴
〵
は
︑﹁
う
ち
謀
る
な
り
﹂
と
︑
烏
滸
に
思
ひ
て
笑
ひ
け
る
を
︑

こ
の
打
ち
敵
の
侍
︑﹁
い
と
よ
き
こ
と
也
︒
渡
さ
ば
得
ん
﹂
と
言
ひ
け

れ
ば
︑
こ
の
負
け
侍
︑﹁
さ
は
︑
渡
す
﹂
と
︑
微
笑
み
て
言
ひ
け
れ
ば
︑

﹁
い
な
︑
か
く
て
は
受
け
取
ら
じ
︒
三
日
し
て
︑
こ
の
よ
し
申
て
︑
を

の
れ
に
渡
す
よ
し
の
文
書
き
て
渡
さ
ば
こ
そ
︑
受
け
取
ら
め
﹂
と
言
ひ

け
れ
ば
︑﹁
よ
き
こ
と
な
り
﹂
と
契
り
て
︑
そ
の
日
よ
り
精
進
し
て
︑

三
日
と
い
ひ
け
る
日
︑﹁
さ
は
︑
い
ざ
清
水
へ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑
こ

の
負
け
侍
︑﹁
烏
滸
の
痴
れ
者
に
会
ひ
た
り
﹂
と
思
ひ
て
︑
よ
る
こ
び

て
参
り
に
け
り
︒
言
ひ
け
る
ま
ゝ
に
文
書
き
て
︑
御
前
に
て
︑
師
の
僧

呼
び
て
︑
事
の
由
申
さ
せ
て
︑﹁
二
千
度
参
り
つ
る
こ
と
︑
そ
れ
が
し

に
双
六
に
打
ち
入
れ
つ
﹂
と
書
き
て
︑
取
ら
せ
た
り
け
れ
ば
︑
受
け
取

り
︑
よ
る
こ
び
て
︑
伏
し
拝
み
て
︑
ま
か
り
出
で
に
け
り
︒

其
の
後
︑
い
く
程
も
な
く
し
て
︑
こ
の
打
ち
入
れ
た
る
侍
︑
思
ひ
か

け
ぬ
こ
と
に
て
捕
へ
ら
れ
て
︑
獄
に
ゐ
に
け
り
︒
打
ち
取
り
た
る
侍
は
︑

思
か
け
ぬ
た
よ
り
あ
る
妻
ま
う
け
て
︑
い
と
よ
く
徳
つ
き
て
︑
司
な
ど

な
り
て
︑
楽
し
く
て
ぞ
有
け
る
︒﹁
目
に
見
え
ぬ
も
の
な
れ
ど
も
︑
ま

こ
と
の
心
を
い
た
し
て
受
け
取
り
た
り
け
れ
ば
︑
仏
︑
あ
は
れ
と
お
ぼ

し
め
し
た
り
け
る
な
め
り
﹂
と
ぞ
人
言
ふ
な
る
︒
こ
の
あ
る
人
の
こ
と

也
︒

︵
下
の
五
七
)

右
の
例
で
は
︑
冒
頭
部
に
﹁
あ
り
け
り
﹂
と
係
り
結
び
の
﹁
ぞ
し
た
り
け
る
﹂

の
例
が
見
ら
れ
る
︒
展
開
部
で
は
︑﹁
打
ち
合
ひ
に
け
り
﹂
で
は
じ
ま
り
終
局

部
が
﹁
参
り
に
け
り
﹂﹁
ま
か
り
出
で
に
け
り
﹂
で
終
わ
り
﹁
に
け
り
﹂
文
が

展
開
部
の
枠
に
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
︒﹁
参
り
に
け
り
﹂
で
終
わ
る
文
は
︑

長
文
の
一
文
で
展
開
部
を
構
成
し
て
お
り
︑
そ
の
中
に
﹁
け
る
を
﹂﹁
け
れ
ば
﹂

﹁
け
る
＋
名
詞
﹂
の
文
中
用
法
を
含
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
ゐ
に
け
り
﹂﹁
ぞ
有

け
る
﹂
の
後
日
談
が
続
く
︒﹁
参
り
に
け
り
﹂
の
文
が
展
開
部
で
あ
る
た
め
︑

分
類
と
し
て
は
展
開
部
に
﹁
け
り
﹂
が
含
ま
れ
る
Ｊ
の
例
と
し
た
︒

三

文
章
構
造
に
お
け
る
﹁
け
り
﹂
の
使
用
状
況

前
節
で
見
た
よ
う
に
︑
枠
構
造
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
﹁
け
り
﹂
の
ほ
か
︑

﹁
に
け
り
﹂﹁
ぞ
～
け
る
﹂
等
が
枠
構
造
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
指
摘
で
き
た
︒

こ
こ
で
は
文
章
の
各
要
素
ご
と
に
︑
こ
れ
ら
の
表
現
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
︑

他
作
品
と
比
較
し
つ
つ
詳
し
く
見
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
︑
冒
頭
部
の
文
末
の
﹁
け
り
﹂
の
使
用
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
こ
こ
で
︑

古
本
説
話
集
の
各
話
の
冒
頭
第
一
文
に
着
目
す
る
と
︑

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
御
荒
の
宣
旨
と
い
ふ
人
は
︑
優
に
や
さ
し
く
︑
容
貌

も
め
で
た
か
り
け
り
︒

︵
上
の
八
)

︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
西
三
条
殿
の
若
君
︑
い
み
じ
き
色
好
み
に
て
お
は
し

ま
し
け
り
︒

︵
下
の
五
一
)

の
よ
う
に
︑
文
末
に
﹁
け
り
﹂
の
用
い
ら
れ
た
例
数
の
総
計
は

例
で
あ
る
︒

27

こ
れ
は
総
話
数

話
の

％
で
あ
り
︑
宇
治
拾
遺
物
語
で
総
話
数
の

％
で
あ

70

39

59

る
の
に
比
べ
る
と
少
な
い
値
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
第
一
文
の
使
用
例
の
う
ち
︑

例
�
に
見
ら
れ
た
﹁
今
は
昔
︑
大
和
の
国
に
長
者
あ
り
け
り
﹂
や
︑

︻
例


︼

今
は
昔
︑
五
条
わ
た
り
に
︑
古
宮
原
の
御
子
︑
兵
部
の
大
輔
な

る
人
お
は
し
け
り
︒

︵
上
の
二
八
)

の
よ
う
な
人
物
存
在
提
示
の
文
は

例
・

％
で
︑
宇
治
拾
遺
物
語
の

％
あ

19

27

37

る
い
は
今
昔
物
語
集
の

％
よ
り
は
少
な
い
︒
た
だ
し
︑
人
物
存
在
提
示
の
文

54

数
は
︑
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
第
一
文
の
﹁
け
り
﹂
使
用
の
総
数

話
の

％
で

116

62

あ
る
の
に
対
し
て
︑
古
本
説
話
集
で
は
同
総
数

話
の

％
を
占
め
て
い
て
︑

28

68

﹁
け
り
﹂
を
採
る
場
合
に
占
め
る
比
率
は
や
や
高
い
︒
こ
の
よ
う
に
人
物
存
在

提
示
文
を
と
る
傾
向
は
古
本
説
話
集
で
は
特
に
下
巻
に
お
い
て
特
徴
的
な
も
の

で
あ
る
︒
人
物
の
存
在
提
示
文
は
︑
上
巻
の
和
歌
を
中
心
と
し
た
話
に
は
�

例
・

％
に
す
ぎ
な
い
が
︑
仏
教
説
話
の
下
巻
で
は
︑

例
・

％
に
も
な
る
︒

13

13

54

な
お
︑
第
一
文
の
用
法
別
で
は
︑﹁
け
り
﹂

話
﹁
こ
そ
～
け
れ
﹂
�
例
﹁
連

28

体
形
終
止
﹂
�
話
で
︑
終
止
形
の
﹁
け
り
﹂
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
︑﹁
ぞ
～

け
る
﹂﹁
な
む
～
け
る
﹂
の
係
り
結
び
の
例
は
見
ら
れ
な
い
︵
た
だ
し
後
述
の

よ
う
に
︑
冒
頭
部
二
文
目
以
降
に
は
見
ら
れ
る
︒
今
昔
物
語
集
な
ど
も
同
様
︶︒

次
に
︑
展
開
部
に
見
ら
れ
る
文
中
用
法
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
の
使
用
率
に

つ
い
て
見
て
お
く
︒
古
本
説
話
集
で
は
展
開
部
の
文
中
に
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂

が
用
い
ら
れ
る
説
話
は

話
・

％
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
宇
治
拾
遺
物
語

55

79

の
同

％
と
ほ
ぼ
同
じ
比
率
で
あ
る
︒
例
�
・
�
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
(一
)の

80

よ
う
な
枠
構
造
を
取
る
場
合
に
お
い
て
も
多
く
の
説
話
に
こ
れ
が
見
ら
れ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
今
昔
物
語
集
で
は
︑
文
中
用
法
は
天
竺
震
旦
部
な
ど
で
は
用

例
が
極
限
ら
れ
て
お
り
︑
本
朝
仏
法
部
の
後
半
部
分
か
ら
増
え
︑
特
に
本
朝
世

俗
部
︵
巻
二
二
～
巻
三
一
︶
に
お
い
て
は
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
︒
和
文

的
な
文
体
の
説
話
に
な
る
ほ
ど
︑﹁
け
り
﹂
の
使
用
が
完
璧
な
枠
構
造
に
な
ら

ず
︑
続
け
る
用
法
で
あ
る
文
中
用
法
が
含
ま
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒

次
に
︑
終
局
部
に
用
い
ら
れ
た
﹁
け
り
﹂
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て
お
く
︒
終

局
部
の
文
末
表
現
を
用
例
の
多
い
順
に
示
す
︒

和
歌
︵

話
︶︑﹁
に
け
り
﹂︵

話
︶︑﹁
け
る
︵
係
結
︶﹂︵


話
︶︑﹁
け

22

12

り
﹂︵
�
話
︶︑﹁
て
け
り
﹂︵
�
話
︶︑﹁
な
し
﹂︵
�
話
︶︑﹁
け
る
︵
連
体

形
終
止
︶﹂︵
	
話
︶︑﹁
動
詞
終
止
形
﹂︵
�
話
︶︑﹁
ぬ
﹂︵
�
話
︶︑﹁
け
れ

︵
係
結
︶﹂︵
�
話
︶︑﹁
動
詞
已
然
形
﹂︵
�
話
︶︑﹁
し
か
︵﹁
き
﹂
已
然

形
・﹁
ぞ
～
し
か
﹂
の
係
結
︶﹂︵
�
話
︶︑﹁
た
り
﹂︵
�
話
︶︑﹁
け
む
﹂

︵
�
話
︶︑﹁
な
り
け
り
﹂︵
�
話
︶︑﹁
な
り
︵
断
定
︶﹂︵
�
話
︶︑﹁
る

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
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︵﹁
り
﹂
の
連
体
形
終
止
︶﹂︵
�
話
︶

最
も
多
い
和
歌
で
終
わ
る
場
合
は
︑
上
巻
の
特
徴
で
あ
る
︒
終
局
部
に
配
さ
れ

た
和
歌
が
文
章
の
中
心
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
の
叙
述
は
そ
れ
に
続
く
解
説
的
な

内
容
と
な
る
︒
和
歌
を
中
心
と
し
な
い
話
で
は
︑
終
局
部
は
︑
事
件
の
結
末
部

分
と
な
る
︒
こ
れ
は
話
末
評
語
と
の
境
目
で
も
あ
る
た
め
︑
文
章
を
切
る
﹁
け

り
﹂
の
用
法
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
単
独
の
﹁
け
り
﹂
よ
り

も
︑﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
や
︑
係
り
結
び
︵
連
体
形
・
已
然
形
︶︑
連
体
形

終
止
な
ど
が
多
く
見
ら
れ
︑
強
調
的
に
切
る
表
現
が
多
い
︒
例
�
・
�
・
�
な

ど
に
見
た
よ
う
に
︑﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
が
多
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
が
︑

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
︒
ま
た
︑
冒
頭
第
一
文

で
は
連
体
形
終
止
は
見
ら
れ
た
も
の
の
﹁
ぞ
﹂﹁
な
む
﹂
の
係
り
結
び
は
な
か

っ
た
が
︑
逆
に
終
局
部
で
は
係
り
結
び
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒

最
後
に
︑
評
語
部
の
﹁
け
り
﹂
に
つ
い
て
︑
内
容
別
に
文
数
を
上
げ
て
お
く
︒

全
文
数
の
下
の
括
弧
内
に
︑
文
末
に
﹁
け
り
﹂
を
用
い
た
文
数
を
示
し
た
︒

後
日
談

例
︵﹁
け
る
︵
係
結
︶﹂

例
・﹁
け
り
﹂
�
例
・﹁
に
け
り
﹂

54

10

�
例
・﹁
け
る
︵
連
体
形
終
止
︶﹂
	
例
・﹁
て
け
り
﹂
�
例
・

﹁
け
れ
︵
係
結
︶﹂
�
例
・﹁
け
る
な
り
﹂
�
例
︑
総
計

例
︶

32

解
説

例
︵﹁
け
る
︵
係
結
︶﹂
�
例
・﹁
け
り
﹂


例
・﹁
け
る
︵
連

51体
形
終
止
︶﹂
�
例
・﹁
た
り
け
り
﹂
�
例
・﹁
け
れ
︵
係
結
︶﹂

�
例
・﹁
り
け
る
な
り
け
り
﹂
�
例
︑
総
計

例
︶

22

教
訓

例
︵﹁
け
り
﹂
�
例
︶

11

批
評

例
︵﹁
け
り
﹂
�
例
・﹁
な
り
け
り
﹂
�
例
︶

10

伝
承

�
例
︵﹁
け
る
︵
係
結
︶﹂
�
例
︶

後
日
談
と
解
説
の
内
容
に
お
い
て
は
﹁
け
り
﹂
を
含
む
例
が
多
く
︑
と
り
わ

け
﹁
け
る
︵
係
結
・
連
体
形
終
止
︶﹂
や
﹁
け
れ
︵
係
結
︶﹂
の
用
例
が
多
い
点

が
終
局
部
と
共
通
し
て
い
る
︒
後
日
談
や
解
説
が
多
く
﹁
け
り
﹂
文
に
傾
く
点

は
今
昔
物
語
集
や
宇
治
拾
遺
物
語
に
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
た②
︒
例
�
の

﹁
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
﹂︵
後
日
談
︶﹁
こ
そ
道
び
き
給
け
れ
﹂︵
解
説
︶
や
︑
例

�
の
﹁
楽
し
く
て
ぞ
有
け
る
﹂︵
後
日
談
︶
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま

た
︑
特
に
後
日
談
の
場
合
は
終
局
部
と
共
通
す
る
傾
向
と
し
て
﹁
に
け
り
﹂

﹁
て
け
り
﹂
の
使
用
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
後
日
談
が
事
件
の
最
終
的
な
終
局
部
で

あ
る
た
め
︑
断
止
性
の
強
い
表
現
と
し
て
用
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
例
�
の
﹁
往

生
し
て
け
り
﹂︵
後
日
談
︶﹁
下
り
給
に
け
り
﹂︵
後
日
談
︶
や
︑
例
�
の
﹁
ゐ

に
け
り
﹂︵
後
日
談
︶
な
ど
が
具
体
例
で
あ
る
︒

四

係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
文
の
作
る
枠
構
造

本
節
で
は
︑
枠
構
造
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
係
り
結
び
と

連
体
形
終
止
文
と
を
取
り
上
げ
る
︒
係
り
結
び
は
︑
古
本
説
話
集
で

例
が
見

59

ら
れ
る
が
︑
そ
の
中
で

例
が
﹁
け
り
﹂
の
関
わ
る
形
で
あ
る
︒﹁
け
り
﹂
の

54

連
体
形
終
止
文
も

例
が
見
ら
れ
る
︒
表
一
に
︑
展
開
部
の
実
態
を
詳
し
く
見

27

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能

一
三
八



る
た
め
に
︑
さ
ら
に
段
落
冒
頭
・
段
落
途
中
・
段
落
末
尾
︵
た
だ
し
︑
終
局
部

の
段
落
は
除
く
︶
に
三
分
類
し
︑
こ
れ
ら
が
話
の
ど
の
位
置
に
用
い
て
い
る
か

を
調
査
し
︑
そ
の
内
訳
を
示
し
た
︒

︵
表
一
)

ぞ
～
け
る

な
む
～
け
る

こ
そ
～
け
れ

連
体
形
終
止

合
計

冒
頭
部

3

2

1

8

14

展
開
部
段
落
冒
頭

1

0

1

0

2

展
開
部
段
落
途
中

10

2

1

7

20

展
開
部
段
落
末
尾

3

2

0

0

5

終
局
部

5

2

2

3

12

評
語
部

11

5

3

9

28

表
を
見
る
と
︑
文
章
の
枠
と
な
る
冒
頭
部
︑
終
局
部
︑
評
語
部
の
用
例
が
54

例
で
展
開
部
に
用
い
る

例
の
倍
の
例
が
見
ら
れ
る
︒
特
に
評
語
部
︵
後
日
談

27

例
・
解
説

例
・
教
訓
�
例
・
批
評
�
例
︶
と
展
開
部
途
中
に
例
が
多
い
︒

15

11

展
開
部
途
中
に
用
い
る
例
は
枠
を
作
る
機
能
と
は
関
わ
ら
な
い
用
法
と
見
ら

れ
る
が
︑
本
書
で
は
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
展
開
部
途
中
の
例
を
巻
別
に
見

る
と
︑
上
巻
に

例
︑
下
巻
に
�
例
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
上
巻
に
は
段
落

15

を
切
る
機
能
を
含
ま
な
い
係
り
結
び
が
多
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
こ
れ
に

関
連
す
る
事
実
と
し
て
︑
上
巻
に
は
︑
次
の
よ
う
に
展
開
部
の
係
り
結
び
・
連

体
形
終
止
文
の
連
続
使
用
の
例
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
︒

︻
例
�
︼

⁝
例
は
本
院
に
帰
ら
せ
給
て
︑
人
〴
〵
に
禄
な
ど
賜
は
す
る
を
︑

こ
れ
は
河
原
よ
り
出
で
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
︑
思
ひ
か
け
ぬ
事
に
て
︑
さ

る
御
心
設
け
も
な
か
り
け
れ
ば
︑
御
前
に
召
し
有
て
︑
御
対
面
せ
さ
せ

給
ひ
て
︑
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
御
小
袿
を
ぞ
︑
被
け
た
て
ま
つ
ら
せ

給
け
る
︒
人
道
殿
聞
か
せ
給
て
︑﹁
い
と
を
か
し
く
も
し
給
へ
る
か
な
︒

禄
な
か
ら
ん
も
便
な
く
︑
取
り
に
や
り
た
ら
む
も
ば
ど
経
ぬ
べ
け
れ
ば
︑

と
り
わ
き
給
へ
る
さ
ま
を
に
兄
せ
給
へ
る
也
︒
え
せ
物
ば
︑
え
思
ひ
よ

ら
じ
か
し
﹂
と
ぞ
︑
殿
は
申
さ
せ
給
ひ
け
る
︒

後
一
条
院
・
後
朱
雀
院
︑
ま
だ
宮
た
ち
に
て
︑
幼
く
か
ば
し
ま
し
け

る
と
き
祭
見
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ば
る
に
︑
御
桟
敷
の
前
過
ぎ
さ
せ
給

ば
ど
︑
殿
の
御
膝
に
︑
二
所
な
が
ら
据
ゑ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
て
︑﹁
こ

の
宮
た
ち
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
へ
﹂
と
申
さ
せ
給
へ
ば
︑
御
輿
の
帷
よ

り
︑
赤
色
の
御
扇
の
つ
ま
を
こ
そ
差
し
出
だ
さ
せ
給
た
り
け
れ
︒
殿
を

は
じ
め
ま
い
ら
せ
て
︑﹁
な
を
心
ば
せ
め
で
た
く
お
は
す
る
院
な
り
や
︒

か
ゝ
る
し
る
し
を
見
せ
さ
せ
給
ば
ず
は
︑
い
か
で
か
見
た
て
ま
つ
ら
せ

給
ふ
と
も
知
ら
ま
し
﹂
と
ぞ
︑
感
じ
た
て
ま
つ
ら
せ
給
け
る
︒
院
よ
り

大
殿
に
聞
こ
え
さ
せ
給
け
る
︒

ひ
か
り
出
づ
る
あ
ふ
ひ
の
か
げ
を
見
て
し
か
ば
年
経
に
け
る
も
う

れ
し
か
り
け
り

︵
上
の
一
)

︻
例
�
︼

今
は
昔
︑
元
良
の
御
子
と
て
︑
い
み
じ
う
を
か
し
き
人
お
は
し

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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け
り
︒
通
ひ
給
と
こ
ろ
〴
〵
に
︑

来
や
〳
〵
と
待
つ
夕
暮
と
今
は
と
て
帰
る
朝
と
い
づ
れ
ま
さ
れ
り

同
じ
や
う
に
書
か
せ
給
て
︑
あ
ま
た
所
へ
遣
は
し
た
り
け
る
︒
本
院
の

侍
従
の
君
の
ぞ
︑
あ
る
が
中
に
を
か
し
う
お
ぼ
さ
れ
け
る
︒

夕
暮
は
頼
む
心
に
な
ぐ
さ
め
つ
帰
る
朝
は
消
ぬ
べ
き
物
を

︵
上
の
三
五
)

︻
例

︼

今
は
昔
︑
小
野
宮
殿
の
御
子
に
︑
少
将
な
る
人
お
は
し
け
り
︒

10佐
理
の
大
弐
の
親
な
り
︒
は
か
な
く
煩
ひ
て
失
せ
に
け
れ
ば
︑
小
野
宮

殿
︑
泣
き
こ
が
れ
給
事
限
り
な
し
︒
さ
て
︑
忌
み
果
て
方
に
な
る
程
に
︑

こ
の
少
将
の
御
乳
母
の
︑
陸
奥
国
の
守
の
妻
に
な
り
て
行
き
だ
り
け
る

が
︑﹁
若
君
か
く
失
せ
給
へ
り
﹂
と
も
知
ら
で
︑
恋
し
く
わ
び
し
き
よ

し
を
書
き
て
︑
馬
た
て
ま
つ
り
た
り
け
る
に
添
へ
て
︑
御
文
ま
い
ら
せ

た
り
け
る
︒
返
り
事
︑
小
野
宮
殿
ぞ
書
き
て
つ
か
は
し
け
る
︒﹁
そ
の

人
は
︑
こ
の
程
に
︑
は
か
な
く
煩
ひ
て
失
せ
に
し
か
ば
︑
こ
ゝ
に
は
今

ま
で
生
き
た
る
こ
と
を
な
ん
︑
心
憂
く
お
ぼ
ゆ
る
﹂
と
ば
か
り
書
き
て
︑

歌
を
な
ん
詠
み
て
つ
か
は
し
け
る
︒

ま
だ
知
ら
ぬ
人
も
あ
り
け
り
東
路
に
我
も
行
き
て
ぞ
過
ぐ
べ
か
り

け
る

と
書
き
て
つ
か
は
し
け
る
を
見
て
︑
乳
母
︑
い
か
な
る
心
地
し
け
む
︒

︵
上
の
四
六
)

そ
の
他
︑
係
り
結
び
や
連
体
形
終
止
文
が
�
文
以
上
連
続
し
て
使
用
さ
れ
る

箇
所
は
︑
三
五
話
・
五
〇
話
・
五
四
話
の
例
が
あ
る
が
︑
三
五
話
と
五
〇
話
は

和
歌
説
話
的
な
内
容
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
一
方
で
︑
展
開
部
で
も
段
落
末
尾
の
例
が
見
ら
れ
る
︒

︻
例

︼

⁝
そ
の
を
り
の
人
︑﹁
な
を
︑
御
門
は
か
た
こ
と
に
お
は
し
ま

11
す
物
也
︒
た
ゞ
人
は
そ
の
大
臣
に
逢
ひ
て
︑
さ
や
う
に
す
く
よ
か
に
言

ひ
て
む
や
﹂
と
ぞ
言
ひ
け
る
︒

か
く
て
︑
院
失
せ
さ
せ
給
て
後
︑
住
む
人
も
な
く
て
︑
荒
れ
ゆ
き
け

る
を
︑
貫
之
︑
土
左
よ
り
上
り
て
︑
ま
い
り
て
見
け
る
に
︑
あ
は
れ
に

お
ぼ
え
け
れ
ば
︑
ひ
と
り
ご
ち
け
る
︒

︵
上
の
二
七
)

︻
例

︼

⁝
京
童
︑
谷
を
見
下
し
て
︑
あ
さ
ま
し
か
り
て
︑
立
ち
並
み
て

12な
ん
見
下
し
け
る
︒

又
︑
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
に
か
あ
り
け
ん
︑
女
の
︑
児
を
抱
き
て
︑
御

堂
の
前
の
谷
を
の
ぞ
き
て
立
て
る
程
に
︑
い
か
に
し
た
る
に
か
あ
り
け

ん
︑
児
を
取
り
外
し
て
谷
に
落
し
入
れ
つ
︒

︵
下
の
四
九
)

こ
れ
ら
の
段
落
末
尾
の
例
︵
そ
の
他
︑
二
八
・
五
〇
・
六
一
︶
は
︑
叙
述
を

区
切
る
機
能
を
持
っ
て
お
り
︑
枠
機
能
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

和
歌
説
話
に
お
い
て
は
︑
地
の
文
に
お
い
て
語
り
手
が
前
面
に
出
る
叙
述
法

を
採
り
や
す
い
︒
そ
れ
ら
は
︑
語
り
手
が
背
景
に
退
い
て
迫
真
的
描
写
を
展
開

す
る
の
と
は
異
な
り
︑
語
り
手
が
前
面
に
出
て
行
う
解
説
的
な
叙
述
法
で
あ
る

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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と
見
ら
れ
る
︒
上
巻
の
和
歌
を
中
心
と
し
た
文
章
で
は
︑
例
�
・
�
・

の
よ

10

う
に
︑
展
開
部
や
終
局
部
等
に
和
歌
が
提
示
さ
れ
る
場
合
︑
そ
れ
を
解
説
す
る

叙
述
の
部
分
に
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
文
が
多
く
用
い
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
は

﹁
け
り
﹂
の
持
つ
解
説
的
な
意
味
を
さ
ら
に
強
め
る
用
法
と
解
さ
れ
る
︒
ま
た
︑

例
�
﹁
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
﹂﹁
こ
そ
道
び
き
給
け
れ
﹂︑
例
�
﹁
楽
し
く
て
ぞ

有
け
る
﹂
の
よ
う
な
下
巻
の
後
日
談
の
例
も
︑
解
説
的
な
箇
所
の
例
で
あ
る
︒

こ
れ
に
対
し
︑
終
局
部
や
展
開
部
の
段
落
末
尾
に
用
い
ら
れ
る
例
は
︑
解
説

強
調
の
意
味
よ
り
は
︑
終
結
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
︒
小
松
英
雄③
は
︑

係
り
結
び
の
本
来
の
機
能
は
︑
係
助
詞
で
叙
述
を
切
る
こ
と
を
予
告
し
︑
結
び

で
叙
述
の
切
れ
目
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
文
章
論
的
な
機
能

の
解
釈
と
し
て
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
が
︑
す
べ
て
の
例
が
そ
の
機
能
で
説
明

で
き
る
の
で
は
な
く
︑
内
容
の
切
れ
目
に
用
い
た
時
に
発
揮
さ
れ
や
す
い
文
章

機
能
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

前
稿
で
︑
今
昔
物
語
集
や
宇
治
拾
遺
物
語
で
は
︑
展
開
部
の
中
に
は
文
を

﹁
続
け
る
﹂
用
法
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
︑
展
開
部
を
囲

い
込
む
冒
頭
部
や
終
局
部
・
評
語
部
に
文
の
流
れ
を
﹁
切
る
﹂
係
り
結
び
が
用

ら
れ
る
こ
と
で
枠
構
造
が
保
た
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
終
局
部
や
評
語
部
で

終
止
形
の
﹁
け
り
﹂
よ
り
も
係
り
結
び
が
用
い
ら
れ
や
す
い
の
は
︑
こ
の
よ
う

な
区
切
り
の
機
能
を
持
つ
た
め
で
あ
ろ
う
︒
古
本
説
話
集
に
お
い
て
も
︑
こ
れ

ら
と
同
様
の
文
章
構
成
の
方
法
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

五

﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
の
作
る
枠
構
造

前
節
で
述
べ
た
係
り
結
び
・
連
体
形
終
止
文
と
と
も
に
︑
枠
構
造
を
作
る
表

現
と
し
て
﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
表
二
は
︑
前

節
と
同
様
に
︑
話
の
ど
の
位
置
に
用
い
て
い
る
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
︒

巻
別
で
は
﹁
に
け
り
﹂
は
上
巻
に
は

例
︑
下
巻
に
は

例
が
見
ら
れ
︑
下
巻

20

33

の
よ
う
な
典
型
的
な
説
話
の
文
章
構
成
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
表
二
)

に
け
り

て
け
り

合
計

冒
頭
部

4

1

5

展
開
部
段
落
冒
頭

6

0

6

展
開
部
段
落
途
中

9

3

12

展
開
部
段
落
末
尾

14

3

17

終
局
部

14

4

18

評
語
部

6

2

8

表
二
に
よ
る
と
︑
係
り
結
び
の
例
が
多
か
っ
た
冒
頭
部
と
評
語
部
に
は
少
な

く
︑
逆
に
係
り
結
び
の
例
が
少
な
か
っ
た
展
開
部
段
落
末
尾
と
終
局
部
に
用
例

が
多
い
点
が
特
徴
で
あ
る
︒
終
局
部
の
﹁
に
け
り
﹂
の
例
は
︑
例
�
・
�
・
�

の
よ
う
に
枠
構
造
の
典
型
的
な
例
を
作
る
場
合
で
あ
っ
た
︒
展
開
部
段
落
末
尾

の
例
に
も
︑
次
の
よ
う
に
終
結
機
能
に
関
わ
る
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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︻
例

︼

か
く
過
ぐ
る
間
に
︑
年
月
も
過
ぎ
に
け
り
︒

13任
果
て
て
の
年
︑
い
つ
し
か
上
ら
む
と
す
る
に
︑
常
陸
の
守
な
る
人

の
︑
は
な
や
か
な
る
あ
り
︒

︵
上
の
二
八
)

︻
例

︼

す
べ
き
方
も
な
か
り
け
る
ま
ゝ
に
︑﹁
観
音
︑
助
け
さ
せ
給
へ
﹂

14と
て
︑
長
谷
に
参
り
て
︑
御
前
に
う
つ
ぶ
し
臥
し
て
申
け
る
や
う
︑

﹁
こ
の
世
に
か
く
て
あ
る
べ
く
は
︑
や
が
て
こ
の
御
前
に
て
干
死
に
に

死
な
ん
︒
又
を
の
づ
か
ら
な
る
便
り
も
あ
る
べ
く
は
︑
そ
の
よ
し
の
夢

見
が
ら
ん
限
り
は
ま
か
り
出
づ
ま
じ
﹂
と
て
︑
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
り
け

る
を
︑
寺
の
僧
見
て
︑﹁
こ
は
い
か
な
る
物
の
︑
か
く
て
は
候
ぞ
︒
物

食
ふ
所
見
え
ず
︑
か
く
て
う
つ
ぶ
し
臥
し
た
れ
ば
︑
寺
の
た
め
穢
ら
ひ

出
で
来
て
︑
大
事
な
り
な
ん
︒
誰
を
師
に
は
し
た
る
ぞ
︒
何
処
に
て
か

物
は
食
ふ
﹂
な
ど
問
ひ
け
れ
ば
︑﹁
か
く
便
り
な
き
人
は
︑
師
取
り
も

い
か
に
し
て
か
し
侍
ら
ん
︒
物
食
ぶ
る
所
も
な
く
︑
あ
は
れ
と
中
人
も

な
け
れ
ば
︑
仏
の
給
は
ん
物
を
食
べ
て
︑
仏
を
師
と
頼
み
た
て
ま
つ
り

て
候
也
﹂
と
答
へ
け
れ
ば
︑
寺
の
僧
ど
も
集
り
て
︑﹁
こ
の
事
︑
い
と

不
便
の
こ
と
也
︑
寺
の
た
め
に
大
事
な
り
︒
観
音
を
か
こ
ち
申
人
に
こ

そ
あ
め
れ
︒
こ
れ
集
り
て
養
ひ
て
候
は
せ
ん
﹂
と
て
︑
か
は
る
ぐ
物
を

食
は
せ
け
れ
ば
︑
持
て
来
た
る
物
を
食
ひ
つ
ゝ
︑
御
前
に
立
ち
去
ら
ず

候
け
る
程
に
︑
三
七
日
に
な
り
に
け
り
︒

三
七
日
の
果
て
て
明
け
ん
ず
る
夜
の
夢
に
︑
⁝
︵
中
略
︶
⁝
と
見
て
︑

起
き
て
︑﹁
あ
れ
﹂
と
言
ひ
け
る
僧
の
も
と
に
寄
り
て
︑
物
う
ち
食
ひ

て
︑
か
く
蓑
か
け
て
︑
ま
か
り
出
で
け
る
程
に
︑
大
門
に
つ
ま

づ
き

て
︑
う
つ
ぶ
し
に
倒
れ
に
け
り
︒

︵
下
の
五
八
)

︻
例

︼

物
を
食
ふ
く
︑
あ
り
つ
る
柑
子
を
︑﹁
何
に
な
ら
ん
ず
ら
か
︒

15
観
音
導
か
せ
給
こ
と
な
れ
ば
︑
よ
も
空
し
く
て
は
や
ま
じ
﹂
と
思
ひ
だ

る
程
に
︑
白
く
よ
き
布
犬
二
疋
取
り
出
で
て
︑﹁
こ
れ
︑
あ
の
男
に
取

ら
せ
よ
︒
こ
の
柑
子
の
喜
び
は
︑
言
ひ
尽
く
す
べ
き
方
も
な
け
れ
ど
も
︑

か
ゝ
る
旌
に
て
は
︑
嬉
し
と
思
ふ
ば
か
り
の
事
は
い
か
ぐ
は
せ
む
ず
る
︒

こ
れ
は
た
ぐ
心
ざ
し
の
初
め
を
見
す
る
也
︒
京
の
お
は
し
ま
し
所
は
そ

こ
そ
こ
に
な
ん
を
は
し
ま
す
︒
か
な
ら
ず
参
れ
︒
こ
の
柑
子
の
代
り
の

物
は
賜
ば
ん
ず
る
ぞ
﹂
と
言
ひ
て
︑
布
三
疋
を
取
ら
せ
た
れ
ば
︑
喜
び

て
︑
布
を
取
り
て
︑﹁
藁
筋
一
つ
が
布
三
疋
に
な
り
ぬ
る
こ
と
﹂
と
思

ひ
て
︑
脇
に
挟
み
て
ま
か
る
程
に
︑
そ
の
日
は
暮
れ
に
け
り
︒

道
面
な
る
人
の
家
に
泊
り
て
︑
明
け
ぬ
れ
ば
︑
鶏
と
と
も
に
起
き
て

行
く
程
に
︑
⁝

︵
下
の
五
八
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹁
に
け
り
﹂
の
後
続
段
落
の
冒
頭
に
時
間
の
経
過
を
示
す

表
現
が
あ
り
︑
展
開
部
の
場
面
の
切
れ
目
に
用
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
注
意
す
べ

き
は
例

・
例

の
五
八
話
の
例
で
は
﹁
に
け
り
﹂
で
終
わ
る
文
は
会
話
部
分

14

15

を
含
む
長
大
な
一
文
で
あ
り
︑
そ
れ
を
一
場
面
と
し
て
纏
め
る
表
現
に
な
っ
て

い
る
点
で
あ
る
︒
先
に
挙
げ
た
例
�
も
終
局
部
の
﹁
参
り
に
け
り
﹂
で
終
わ
る

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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文
が
長
い
一
文
で
あ
り
︑﹁
に
け
り
﹂
は
一
場
面
を
一
文
で
纏
め
る
例
が
見
ら

れ
る
︒
こ
の
類
例
は
︑
次
の
よ
う
に
﹁
て
け
り
﹂
に
も
見
ら
れ
る
︒

︻
例

︼

多
気
の
大
夫
︑
つ
れ
〴
〵
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
︑
聴
聞
に
参
り
た
り

16け
る
に
︑
御
簾
を
風
の
吹
き
上
げ
た
る
に
︑
な
べ
て
な
ら
ず
う
つ
く
し

き
人
の
︑
紅
の
単
襲
ね
着
た
る
を
見
る
よ
り
︑﹁
こ
の
人
を
妻
に
せ
ば

や
﹂
と
︑
い
り
も
み
思
け
れ
ば
︑
そ
の
家
の
土
童
を
語
ら
ひ
て
問
ひ
聞

け
ば
︑﹁
大
姫
御
前
の
︑
紅
は
奉
り
た
る
﹂
と
語
り
け
れ
ば
︑
そ
れ
に

語
ら
ひ
つ
き
て
︑﹁
我
に
盗
ま
せ
よ
﹂
と
言
ふ
に
︑﹁
思
ひ
か
け
ず
︒
え

せ
じ
﹂
と
言
ひ
け
れ
ば
︑﹁
さ
は
︑
せ
の
乳
母
を
知
ら
せ
よ
﹂
と
言
ひ

け
れ
ば
︑﹁
せ
れ
は
さ
も
申
て
む
﹂
と
て
知
ら
せ
て
け
り
︒
さ
て
︑
い

み
じ
く
語
ら
ひ
て
︑
金
百
両
取
ら
せ
な
ど
し
て
︑﹁
こ
の
姫
君
を
盗
ま

せ
よ
﹂
と
責
め
言
ひ
け
れ
ば
︑
さ
る
べ
き
契
に
や
有
け
む
︑
盗
ま
せ
て

け
り
︒

や
が
て
︑
乳
母
う
ち
具
し
て
︑
常
陸
へ
急
ぎ
下
り
に
け
り
︒
⁝

︵
上
の
二
〇
)

﹁
知
ら
せ
て
け
り
﹂
の
文
は
︑
会
話
を
含
む
一
場
面
の
長
い
描
写
で
あ
り
︑
そ

の
纏
め
に
﹁
て
け
り
﹂
が
あ
り
︑﹁
さ
て
﹂
を
介
し
﹁
盗
ま
せ
て
け
り
﹂
の
文

に
繋
ぎ
︑﹁
や
が
て
﹂
を
介
し
次
段
落
の
﹁
下
り
に
け
り
﹂
に
繋
い
で
い
る
︒

﹁
て
け
り
﹂
を
含
む
文
は
︑
各
々
が
独
立
性
の
あ
る
一
場
面
と
解
さ
れ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
終
局
部
に
﹁
に
け
り
﹂
を
用
い
た
例
�
・
�
・
�
と

展
開
部
の
一
場
面
を
纏
め
た
﹁
に
け
り
﹂
の
例

・

・

・

は
︑
内
容
の

13

14

15

16

纏
ま
り
を
作
る
点
で
連
続
的
と
言
え
る
︒
前
節
で
検
討
し
た
係
り
結
び
・
連
体

形
終
止
文
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
長
文
の
一
場
面
を
纏
め
る
用
法
は
認
め
ら
れ
な

い
︒
そ
れ
に
対
し
﹁
に
け
り
﹂
が
特
に
段
落
末
尾
や
終
局
部
に
用
例
が
多
い
の

は
︑
内
容
を
纏
め
る
機
能
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒﹁
に
け
り
﹂
に
含

ま
れ
る
﹁
ぬ
﹂
に
つ
い
て
鈴
木
泰
︵
一
九
九
九
︶
西
田
隆
政
︵
一
九
九
九
︶
が

文
章
機
能
を
検
討
し
︑
い
わ
ゆ
る
場
面
起
こ
し
︑
場
面
閉
じ
の
機
能
を
指
摘
し

て
い
る
︒
こ
れ
と
枠
づ
け
の
機
能
を
持
つ
﹁
け
り
﹂
が
合
わ
さ
り
︑
文
章
の
枠

を
作
る
機
能
が
生
じ
る
︒
ま
た
︑
拙
稿
︵
二
〇
一
一
︶
で
︑
今
昔
物
語
集
で
は

事
件
の
終
結
を
意
味
す
る
慣
用
句
﹁
止
み
に
け
り
﹂
が
多
い
こ
と
を
述
べ
た
が
︑

古
本
説
話
集
で
も
第
五
話
︵
終
局
部
︶
と
第
六
五
話
︵
展
開
部
段
落
末
尾
︶
に

例
が
あ
る
︒﹁
止
み
に
け
り
﹂
を
始
め
段
落
末
尾
や
終
局
部
で
﹁
に
け
り
﹂
が

多
い
の
は
︑
内
容
を
纏
め
る
終
結
機
能
を
発
揮
し
や
す
い
﹁
に
け
り
﹂
の
特
徴

に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
に
つ
い
て
分
析
し

た
︒
そ
の
結
果
︑
展
開
部
に
文
中
の
﹁
け
る
﹂﹁
け
れ
﹂
を
多
く
含
む
説
話
が

多
い
が
︑
終
局
部
の
文
末
に
は
︑
文
章
の
流
れ
を
切
る
係
り
結
び
・
連
体
形
終

止
文
や
︑
文
章
を
纏
め
る
機
能
を
持
つ
﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
な
ど
を
用
い

古
本
説
話
集
の
﹁
け
り
﹂
の
テ
ク
ス
ト
機
能
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枠
構
造
を
作
る
傾
向
が
特
徴
的
に
認
め
ら
れ
た
︒
こ
の
傾
向
は
︑
宇
治
拾
遺
物

語
や
今
昔
本
朝
世
俗
部
と
近
い
も
の
で
あ
る
︒

文
章
の
切
れ
目
を
作
る
諸
形
式
の
中
で
も
︑
特
に
﹁
に
け
り
﹂
が
今
昔
物
語

集
や
宇
治
拾
遺
物
語
と
同
様
に
多
く
の
例
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒

場
面
や
話
を
纏
め
つ
つ
終
結
さ
せ
る
特
徴
を
持
つ
表
現
と
し
て
︑﹁
に
け
り
﹂

が
重
要
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒

本
稿
で
指
摘
し
た
﹁
け
り
﹂﹁
に
け
り
﹂﹁
て
け
り
﹂
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
機
能

に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
中
古
・
中
世
の
物
語
・
説
話
の
諸
作
品
の
用
法
を
広
く
探

っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
文
末
表
現
に
用
い
ら
れ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現

で
あ
る
﹁
ぬ
﹂﹁
つ
﹂
や
﹁
た
り
﹂﹁
り
﹂
が
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
機
能
を
持

っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
︑
今
後
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
︒

注①

拙
稿
︵
二
〇
一
二
︶
で
指
摘
し
て
い
る
︒

②

拙
稿
︵
二
〇
一
一
︶
お
よ
び
拙
稿
︵
二
〇
一
二
︶
で
指
摘
し
て
い
る
︒

③

小
松
英
雄
︵
二
〇
〇
二
︶
は
︑
接
続
詞
が
未
発
達
の
時
代
に
お
い
て
係
り
結
び
は

﹁
コ
コ
デ
切
ル
ヨ
と
予
告
し
て
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
の
途
中
に
断
続
を
作
り
︑
そ
の
展
開

に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
﹂
と
し
︑﹁
係
助
詞
ゾ
が
︑
ヒ
ト
マ
ズ
︑
コ
コ
デ
切
ル
ヨ
︑

と
い
う
予
告
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
係
助
詞
ナ
ム
の
機
能
は
︑
コ
コ
デ
大
キ
ク
キ
ル

ヨ
︑
と
い
う
予
告
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
あ
と
は
︑
話
題
が
転
換
す
る
か
︑

短
い
補
足
が
そ
れ
に
続
く
か
︑
さ
も
な
け
れ
ば
︑
そ
こ
で
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
が
途
切
れ

て
い
る
︒﹂
と
す
る
︒
た
だ
し
︑
ゾ
と
ナ
ム
の
切
る
度
合
い
の
差
は
︑
本
作
品
で
明

確
に
は
読
み
取
れ
な
か
っ
た
︒
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