
至
近
過
去
を
表
す
副
詞
の
形
成

(抄
古
代
語
で
は
完
了
の
助
動
誌
に
よ
る
「
あ
り
つ
る
L

な
ど
の
形
で
発
話
時

重量

に
ご
く
近
い

と
が
で

の
助

た
」
に
統
合
ぢ
れ
た
近
代
語
で
は
、
助
動
詩
鎮
の
そ
の
よ
う
な
役

鱗
は
失
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
中
世
に
は
よ
り
分
続
的
に
そ
の
よ
う
な
時
点

を
表
せ
る
言
い
方
が
要
議
さ
れ
、
室
町
期
に
は
い
く
つ
か
の
至
近
過
去
を
表

す
、
時
の
一
副
詞
が
形
成
さ
れ
た
。
和
語
で
は
「
さ
き
一
寸
さ
き
ほ
ど

れ
で
あ
り
、
近
世
に
は
「
さ
っ
き
L

も
現
れ
た
。
「
き
さ
ほ

カヨ

そ

や
「
怒
っ

え
ど
は
、

に
な
っ

る

「
さ
い
ぜ
ん

せ
ん
こ
く
〈
先
制
問
ど
も
室
町
期
以
降
、
至
近
過
去
を
表
す
の

は
じ
め
に

め
助
動
制
が
分
か
れ
て
い

に
組
こ
っ
た
事
柄
の
表
現
に
は
、
完
了
の
場
動
語
が
関
係
す
る

Iま

J
T

」
/
、

しミ
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山

莞

口

に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

「
い
ま
し
「
た
だ
い
ま
」
に

発
話
時
謹
前
晶
化
表
す
用
法
が
増
え
る
の
も
、
室
町
期
以
欝
で
あ
る
。
近
世
後

類
以
降
に
は
そ
の
「
い
ま
」
を
核
に
成
立
し
た
「
い
ま
し
が
た
L

ゃ
、
「
い

ま
〉
い
ん
ま
」
で
至
近
過
去
の
至
近
性
を
強
調
す
る
「
い
ま
さ
っ
き
」
な
ど

さ
ら
に
多
様
化
し
て
い
る
。

の
奮
い
方
も
現
れ
、

キ
!
っ
i
ド

「
さ
つ

「
先
刻
」
、
「
い
ま
し
が
た
¥

至
近
過
去

こ
と
が
多
か
っ

し当

の
劫
動
詞
「
つ
』
が
、
動
作
動
誌
や
そ
れ
に
代
用
さ
れ
る
「
あ
り
」
な
ど
と

共
認
す
る
形
で
よ
く
思
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
次
に
一
斑
を
一
不
す
よ
う
な
言
い
方

も
、
後
世
な
ら
時
の
副
詞
な
ど
が
用
い
ら
れ
そ
う
な
、
発
話
時
に
ご
く
近
い
過
去

t¥ 

い
方
に
は
、



ヤ

4
1

近
遜
去
を
表
す
削
削
詞
の
都
市
淡
(
山
口
実

つ
」
が
兼
ね
て
い

山
か
ぐ
や
娘
の
心
ゆ
き
は
て
h

、
あ
(
り
つ
る
歌
の
返
し
、

の
表
示
を
助
動
一
蹴

る
こ
と
が
で
き
る
c

ま
こ
と
か
と
覇
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
簡
れ

の
枝
に
ぞ
あ
り
け

る

(
竹
取

に
な
む
、
出

-
中
・
天
隷
一

-
げ
に
よ
に
患
へ
ば
、
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
人
の
制
御
宿
世
ぞ
か
し
と
、

ど
か
し
と
見
つ
る
子
ど
も
み
な
う
ち
し
ほ
れ
た
り
。
{
源
氏
・
夕
顔
)

古
代
語
で
は
自
然
的
変
化
の
終
了
す
る
ム

l
ド
を
示
す
に
は
「
ぬ
」
が
用
い
ら

れ
、
助
動
詞
「
つ
」
は
意
中
川
和
的
な
動
作
の
完
結
す
る
ム

i
ド
を
分
担
し
て
い
た
。

で
て
ま
う
で
来
つ
る
」

「
ぬ
」
が
担
っ
た
自
然
的
変
化
の
終
了
は
、
発
話
時
現
在
ま
で
絞
く
新
し
い
事
態

の
ほ
う
は
発
話
時
現
在
と
区
間
射
し

の
発
生
に
も
つ
な
が
り
や
す
い
か
ら
、
「
ぬ
」

で
そ
れ
に
ご
く
近
い
過
去
の
時
点
を
さ
す
こ
と
に

な
じ
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ

。
》つ

し
か
し
、
投
代
語
で
使
い
分
け
ら
れ
た
完
了
の
助
動
詞

「「
J

「

i
'

一、
sノ

J
J」
チ

''i
」

は
、
過
去
の
劫
動
制

『
け
り
一
と
ど
も
に
、
近
代
語
へ
の

「
た
」
の
一
一
諸
に
収
数
し
、
統
合
さ
れ

に
探
り
を
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
統
合
の
結
果
、

そ
の
統
合
の
進
行
に
つ
い
て
は
、
刷
出

の
助
動
詞

は
、
完
了
と
過
去
の
表
示
を
併
せ
て
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、

の
助
動

個
々
に
持
ら
え
た
働
き
に
比
べ
る
と
、

た
」
の
表
示
カ
は
完
了
と
過
去
の

い
ず
れ
に
つ
い
て
も
著
し
く
後
退
し

発
話
持
に
ご
く
近
い
過
去
の
時
点

て
い
た
助
畿
諮

つ
」
の
議
き
も
、
そ
の
統
合
に
向
か
う
変
化
の
過
密

で
消
滅
し
た
と
見
て
よ
い
。

~ 

/¥ 

お
け
る
そ
の
よ
う
な
変
化
は
、
近
代
議
マ
は
よ
り
分
析
的
に
そ
れ

そ
表
現
す
る
、
議
詞
や
補
助
動
一
詞
の
新
し

に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
た

ら
れ
る
。
補
助
動
認
に
よ
る
そ
の
補
完
ど
分
析
色
に
つ
い
て
は
、
て
の
く
〉
て

て
し
ま
ふ
」
な
ど
の
鵠
き
を
中
心
に
、
す
で
に
検
討
を
試
み
た
。
本

い
過
去

の
け
る
」

吉
宍
語
の
助
動
誇
「
つ
」
が
兼
ね
て
い
た
発
話
持
現
在
に
ど

の

時

点

へ

の

統

合

と

そ

れ

に

伴

う

表

示

力

の

後
退
後
、
新
し
い
詩
の
副
蹄
の
出
現
に
よ
っ
て
、

す
で
に
述
べ
た

い
か
に
繍
認
さ
れ
た
か
と
い
う

関
心
を
起
点
と
し
て
、
室
町
期
以
降
に
出
現
ナ
る
一
や
一
近
過
去
を
表
す
時
の
副
詞
の

類
の
形
成
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
c

「
袋
容
」
「
さ
き
ほ
ど
」
「
品
。
っ
き
」

「
さ
き
」
は
「
あ
と
」
や
「
の
ち
い

関
係
を
表
す
詔
と
し
て
、

の
対
義
語
で
あ
り
、
本
来
結
対
的
な
先
後

に
つ
い
て
は
過
去
を
ざ
す
こ
と
も
で
き
あ
る
。

市
町
世
室
町
賂
に
な
る
と
、

そ
の
「
さ
き
」

に
ご
く
近
い
遥
去
を
表
す
倒
的
が
次
第
に

増
え
る
。
ぞ
れ
は
副
助
詞
「
ほ
ど

「
さ
き
ほ
ど
i

の
形
で
も
田
市
い
ら
れ
、

で

ら
晃
て
お
よ
そ
数
十
分
程
度
話
を
中
心
と
す
る
か
と
思
わ
れ
る
、

ご
く
近
い
過
去
を
、

J
C
き
」
だ
け
の
形
よ
り
も
よ
り
明
示
す

い
ガ
と
し
て
、

一
足
早
く
定
務
し
た
よ
う
で
あ
る
。

に
は
「
さ
券
」
に
擬
音
の
介
入
す
る

き
っ
き

(
さ
っ
き
ど
の
議
形
も
現
れ
た
。

に
な
っ
て
そ
の
よ
う

に
ご
く
近
い
過
去
を
指
す
副
認
が
出
現
す
る
の
は
、

す
で
に
述
べ
た
助
動
誌
の
統

の
後
退
を
補
完
す
る
動
き
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
語
が
表
す
発
議
時
現
在
か
ら
見
た
ザ

合
に
よ
る
旧
来
の
完
了
の
助
動
認

い
過
去
を
、

ぶ
こ
と
に
す
る
。



時
の
副
調
は
一
般
に
名
詞
性
と
副
詞
性
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
が
多
い
。
至
近
過

去
を
表
す
「
さ
き
」
も
、
格
助
詞
を
伴
う
「
さ
き
に
」
「
さ
き
よ
り
」
「
さ
き
の
」

な
ど
の
形
で
連
用
成
分
・
連
体
成
分
に
な
る
ほ
か
、
や
が
て
「
さ
き
」
だ
け
で
副

詞
に
な
る
性
質
も
併
せ
て
持
つ
よ
う
に
な
る
。
格
助
調
を
伴
う
例
は
、
す
で
に
中

世
室
町
期
か
ら
、
次
の
よ
う
に
通
時
的
変
化
を
反
映
し
や
す
い
会
話
文
や
心
中
思

惟
の
表
現
に
認
め
ら
れ
る
が
、
「
さ
き
」
だ
け
で
副
詞
に
用
い
ら
れ
た
例
の
出
現

は
近
世
後
期
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

ω文
正
申
し
け
る
は
、
「
常
岡
娘
二
人
も
ち
て
候
。
さ
き
に
給
は
り
候
も
の
を
、

妹
う
ら
や
み
申
し
候
。
こ
れ
に
も
給
は
り
候
へ
」
と

(
御
伽
草
子
・
文
正
さ

う
し
)

-
そ
の
後
、
御
前
を
下
向
し
て
、
五
六
町
行
き
て
思
ひ
け
る
は
、
さ
も
あ
れ
さ

き
の
小
男
は
誠
に
神
に
て
ま
し
ま
す
か
。
(
室
町
物
語
・
弁
慶
物
語
)

-
さ
ら
ば
い
は
ふ
て
、
さ
き
の
さ
〉
を
だ
さ
い
。
(
虎
明
本
狂
言
・
比
丘
貞
)

-
ヲ
、
・
さ
れ
ば
/
¥
さ
き
よ
り
さ
は
思
ひ
し
か
ど
も
、
張
物
に
し
か
〉
り
て
遅

な
は
り
参
ら
せ
し
と
、
(
浄
瑠
璃
・
堀
川
波
鼓
・
上
)

-
「
七
ツ
を
打
て
、
よ
ほ
ど
過
る
に
、
さ
き
か
ら
お
こ
す
が
、
と
か
く
坪
が
あ

か
ん
」
(
酒
落
本
・
遊
子
方
一
言
)

-
ひ
さ
し
ぶ
り
で
も
ね
へ
。
先
刻
五
十
間
で
、
見
か
け
た
ぜ
。
(
酒
落
本
・
廓

宇
久
為
寿
)

室
町
期
に
は
す
で
に
例

ωの
よ
う
な
至
近
過
去
を
さ
す
「
さ
き
」
の
例
が
多
数

派
に
な
っ
て
い
る
が
、
次
に
示
す
例

ωの
よ
う
に
共
起
す
る
数
詞
と
の
関
係
や
、

例
凶
の
よ
う
に
対
応
す
る
時
点
と
の
関
係
次
第
で
、
発
話
時
現
在
か
ら
も
っ
と
隔

た
る
過
去
を
さ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
「
さ
き
」
は
時
間
的
な
意
義
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だ
け
に
限
定
し
て
も
、
室
町
期
を
は
じ
め
と
す
る
早
い
時
期
に
は
ま
だ
至
近
過
去

の
み
表
す
語
に
な
り
切
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

ω十
日
ば
か
り
さ
き
に
山
へ
参
つ
で
ご
ざ
る
が
、
帰
て
其
ま
〉
煩
付
い
て
ご
ざ

る
。
(
虎
明
本
狂
言
・
巣
山
伏
)

-
二
三
百
年
が
そ
の
さ
き
に
、
葦
原
因
よ
り
、
男
コ
一
人
来
り
し
を
、
を
さ
へ
て

斬
り
て
、
島
人
の
ま
ぽ
り
に
し
給
へ
ば
、
(
御
伽
草
子
・
御
曹
司
島
渡
)

凶
さ
き
こ
そ
約
束
違
へ
め
、
さ
の
み
は
い
か
で
人
の
命
を
そ
む
き
給
ふ
ぞ
。

(
御
伽
草
子
・
文
正
さ
う
し
)

わ
が
依
枯
ば
か
り
を
本
に
し
て
、
さ
き
の
忠
節
を
ば
う
ち

忘
れ
て
、
当
座
の
奉
公
ば
か
り
を
本
と
す
る
こ
と
の
嘆
か
し
さ
よ
。
(
エ
ソ

-
さ
て
も
人
聞
は
、

ポ
物
語
・
四
八
五
{
)
六
頁
)

例
凶
の
第
一
例
は
、
今
回
の
妻
の
女
児
出
産
に
対
し
、
前
回
出
産
の
折
り
も
、

夫
の
希
望
に
反
し
て
女
児
を
産
ん
だ
こ
と
を
い
う
。

室
町
期
以
降
、
こ
の
至
近
過
去
を
さ
す
「
さ
き
」
は
副
助
調
「
ほ
ど
」
を
伴
う

「
さ
き
ほ
ど
」
の
形
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
室
町
期
の
「
さ
き
ほ
ど
」
の
例
は

ま
だ
多
く
な
い
よ
う
だ
が
、
す
で
に
至
近
過
去
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
形
の
ほ
う
が
「
さ
き
」
よ
り
も
至
近
過
去
の
意
を
明
示
で
き
る
言
い
方
と
し

て、

一
足
早
く
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

同
「
さ
る
こ
と
の
あ
り
、
余
り
の
寂
し
さ
に
、
さ
き
ほ
ど
昼
の
頃
、
こ
の
船
に

み

づ

か

わ

か

乗
り
、
自
ら
こ
の
若
を
連
れ
て
、
慰
み
て
候
よ
り
、
そ
の
外
は
何
の
不
審

も
あ
る
ま
じ
く
候
」
:
:
:
「
何
と
て
か
や
う
に
さ
き
ほ
ど
よ
り
、
我
を
不
審

さ
せ
給
ひ
候
ぞ
や
。
心
得
難
く
候
O
i
-
-
-
」
(
室
町
物
語
・
あ
き
み
ち
)

創
劃
困
問

・
師
聞
日
、
「
倍
々
業
軽
き
人
哉
」
と
也
。
後
に
一
僧
、
師
に
問
、
「
先
程
の
者

ム
ノ、



至
近
過
去
を
表
す
側
約
の
形
成
(
山
口
議
二
〉

tま

に
業
殺
さ
者
な
り
や
L
O

〈
仏
教
・
反
故
集
・

に
、
「
先
程
は
お
使
、
ま
た
制
御
自
身
の
お
出
で
、
鰐
尤
ノ
¥
。

-
母
は
律
棋
風

:
・
」
(
浄
瑠
稿
・

・
法
相
は
先
程
お
立
ち
、
職
安
迎
ひ
に
、
心
得
ぬ
事
な
が
ら
詑
方
へ
通
じ
ま
せ

い
、
〈
浄
稿
欄
璃
e

菅
原
伝
授
手
轡
鑑
・
一
一
)

・
先
程
も
菱
罵
の
お
ゐ
ら
ん
の
所
か
ら
、
お
文
が
参
っ
て
居
ま
ず
況
(
人
帰
国
本
・

英
対
暖
語
・
凹
・
…
九
)

剖
剖
副
司

a

余
り
先
制
み
な
穣
の
お
強
ひ
遊
ば
す
が
五
丹
網
棚
さ
に
、
一
人
庭
へ
と
逃
げ
ま

お
揺
蕎
さ
ま
の
お
の
新
で
欝
ひ
を
覚
ま
し
て
麗
り
ま
し
た
に
、

の
飛
脚
・
上
)

し
て
、

-
わ
れ
か
ら
・
九
〉

(
樋
弓

促
音
の
介
入
し
た
「
き
っ
き
」
が
現
れ
る
の
は
、
近
埜
に
な
っ
て
マ
あ
る
。
そ

の
ご
ろ
か
ら
こ
の
語
形
が
、
す
で
に
述
べ
た

さ
き
ほ
ど
」
と
放
ん

仙
波
的
な
器
開
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
「
さ
っ
き
一
も
、
ぞ
れ

い
ら
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
近
世
後
臨
む
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
。
後
に
は
す
で
に
取
り
上
げ
た
「
浅
さ
ほ
ど
」
や
後
述
す
る
「
せ
ん
こ

く
」
の
漢
字
表
記
で
そ
の
意
義
を
示
し
な
が
ら
、
「
さ
っ
き
」
と
ル
ピ
を
譲
る
表

だ
け
で
副
詞

の
椀
も
見
か
け
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
次
に
例
の

山
閉
ざ
っ
き
の
や
う
に
市
せ
し
は
、
わ
た
し
が
心
有
っ
て

経
餌
督
轄
*
上
)

・
さ
つ
き
に
も
い
ふ
通
り
、
ち
っ
と
し
た
繍
解
違
ひ
で
物
思
は
せ

斑
を
示
す
。

(
浄
瑠
璃
・(

浄
瑠

現
・
心
中
宵
庚
中
等

.
さ
っ
さ
に
か
ら
呼
ぶ

さ
さ
ま
の
耳
へ
は
は
ひ
ら
ぬ
か
。
(
浄
瑠
鴻
・

仮
名
手
本
怠
臣
蔵
・
五
)

六
凶

-
さ
つ
き
出
円
安
出
る
時
、
す
こ
し
ば
ら
つ
い
た
ゆ
で
か
ら
か
さ
は
な
し
、
夫

こ
れ

で
農
を
。
(
歌
舞
技
・
東
海
道
四
谷
怪
談
・
序
欝
〉

制
オ
J
都
1

・
ナ
一
っ
そ
ウ
少
し
先
制
別
来
、
中
仇
し
た
り
れ
ど
も
余
ま
り

そ
れ

d

え
ま
っ

き
る
か
ら
、
夫
で
無
言

い
令

心
に
な
っ
て
お
夜
な

し
た
む
サ
。
(
人
情
本
・

-
五
・
け

/¥ 
-
っ
叔
母
さ
ん
は
J

「
先
韓
お
壌
様
と
何
処
ら
へ
か
o

i

r

(

二
葉
亭
四
迷
・

. 
… 
、J

「
最
前
」
「
先
刻
」

「
さ
き
」
「
さ
さ
ほ

し
て
は
和
語
で
あ
る
が
、

そ
れ

「
さ
っ
き
L

ら
と
並
ん
で
室
町
期
か
ら
一
金
近
退
去
を
表
し
は
じ
め
た
語
に
は
、

も
あ
る
o
J
d
い
ぜ
ん

」
と
『
せ
ん
こ
く
(
先
刻
)
」
が
そ
れ
で
あ

る。
「
さ
い
ぜ

口
頭
語
と
し

一
般
化
し

の
至
近
過
去
を
表
す
用
法
は
、

ぺ

で
は
、
奈
近
過
去
を
表
す
場
合
、

「
さ
い
ぜ
ん
L

の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
舟
さ
れ
て
い
る
。
次
に

た
ら
し
く
、
『
虎
明
本
校
言
集
』

慨
を
示
す
。

を
表
す
「
き
い
ぜ
ん
」
の
例
の

的
回
定
の
人
は
、
ざ
い
ぜ
ん
お
ひ
ぢ
を
こ
し
ら
へ
ひ
と
い
ひ
付
ら
れ
た
が
、
釘
を

ぬ
。
(
虎
明
本
狂
言
・
路
連
)

し
て
い
さ
し
ま
す

F

や
ら
、
今
に

-
出
ヤ
ノ

t¥
さ
い
ぜ
ん
お
震
を
一
向
へ
流
し
ま
し
て
制
御
ざ
る
。

-
こ
ん
く
わ
い
)

い
や
な
ら
ば
、
さ
い
ぜ
ん
か
ら
よ
け
ず
と
も
、

な
ぜ
此
の
馬
に
毅

み
殺
さ
せ
て

ん
せ
ぬ
。
〈
浄
綴
織
・
鑓
の
権
一
一

-
K
)
 



-
さ
い
ざ
ん
お
し
ひ
所
を
と
り
に
が
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
と
を
お
わ
へ
て
き
た
。

こ
〉
で
あ
ふ
た
が
百
年
め
。
(
浄
翠
璃
・
近
頃
川
原
達
引
・
下
)

-
最
前
向
開
い
た
る
屋
鋪
替
え
の
趣
、
花
水
橋
の
向
う
、
か
つ
し
か
欝
へ
引
移
る

と
有
り
。
(
歌
舞
世
・
東
海
道
部
谷
懇
談
・

」
の
「
ざ
い
ぜ
ん

ト
色
、

L

れ

も

よ
り
古
く
か
ら

な
ど
と
対
に
な

し
て
、
次
の
例
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、

? 

と
I)冶

t 

に
用
い
ら
れ
た
諾
で
あ
っ
た
。

い
う
ほ
ど

鉛
…
で
む
な
く
祈
附
け
る
に
、
掛
川
感
あ
り
て
、
は
か
ら
ざ
る
に
上
総
守
に
或
に
け

り
。
在
留
の
最
前
の
得
分
を
も
て
、
千
部
の
経
を
は
じ
め
て
け
り
。
(
古
今

箸
問
問
集
・
一
・
七
)

-
当
冨
の
住
人
に
久
下
弥
三
郎
時
重
と
普
ふ
者
、
二
百
五
十
騎
に
で
議
揺
に
馳

せ
参
る
c
a
j
-
-
「
さ
て
は
こ
れ
が
最
初
に
参
っ
た
る
こ
そ
、

れ
L

と
て
、

。
(
文
正
記
)

し
に
含
ま
れ
る
強
調
性
を
、
も
し
時
間
関
品
約
な

先
行
度
の
意
に
解
す
れ
ば
、
「
さ
い
ぜ
ん
L

は
発
話
時
現
在
と
は
む
し
ろ
露
た
る

「
ざ
い
ぜ
ん
し

の
「
さ
い

過
去
を
表
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
は
な
ら
ず
、

至
近
過
去
の
表
示
に
用
い
ら
れ
た
の
は
、

す
で
に
述
べ
た
「
さ
き
L

と
の
類
義
性

に
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
最
初
に
」
な
ど
の
、
他
に
先
行
す

す
る
時
点
の
意
は
、

「
さ
き
」
に
も
あ
っ
て
そ
の
用
例
は
多
い
。

「
ざ
い
ぜ
ん
L

の
用
法
は
、

「
さ
き
ω

と
の
そ
の
よ
う
な
意
義
的
共

お
い
て
、
「
さ
い
ぜ
ん
」
が
そ
の
類
義
諾
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
で

あ
ろ
う
。

文
学
部
論
集

第
八
八
号
(
一
一

C
C四
年
三
月
)

そ
の
至
近
過
去
を
表
す
用
法
に
お
い
て
は
、
「
さ
い

い
う
ほ
ど
の
意
で
む
し
ろ
感
覚
的
に
の
み
解
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か

い
は
む
し
ろ
最
近
と

1.~ 

般
北
し
、

「
さ
き
し
以
上
に
至
近
酒
去
安
明
示
で

し
て
用

い
ら
れ
だ
し
た
「
さ
い
ぜ
ん
」
は
、

き
る
一
諮
と
見
込
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

次
に
「
せ
ん
こ
く
(
先
制
剤
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ま
ず
、

そ
の
例
の
一
斑
を

示
す
。倒

せ
ん
こ
く
害
状
以
て
申
入
れ
候
。
(
捷
解
新
語
・
十
)

・
家
康
公
制
御
覧
被
成
、
「
烏
毛
の
山
十
月
は
先
制
m
此
灘
下
を
敵
に
肉
候
き
。

仕
幌
故
。

七
八
〉

ら
申
し
渡
し
た
で
な
い
か
。
〈
浄
滴
滴
・
坂

-
〈
糠
在
)

コ
レ
お
と
み
、

な
ん
だ
え
手
前
は
、
平
罵
さ
ま
へ
調
挨
拶
も
し
ね

え
の
か
。
(
平
義
)
ア
イ
ヤ
/
¥
先
刻
奥
で
ち
ょ
っ
と
逢
ひ
申
し
た
。
(
歌
舞
伎
・

与
話
情
浮
名
棲
櫛
・
三
幕
日
)

・
私
は
、
つ
い
先
制
潟
、
私
に
声
を
か
け
た
男
の
船
に
自
然
に
観
線
俊
一
炭
し
て
い

た
。
(
曽
野
綾
子
・
場
安
調
す
も
の
・

4
・

右
の
第
五
備
は
、

に
よ
っ
て
、
そ

の
一
怠
近
性

っ
しヨ

れ
て
い
る
。

の
至
近
笠
を
強
調
す
る
言
い
方
に

つ
い
て
は
、
様
々
後
述
す
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
の
あ
り
よ
う
と
し
て
注
意
し

て
よ
い
。

ち
な
み
に
、
「
せ
ん
こ
く
-
に
は
対
義
語
と
し
て
「
ご
こ
く
(
後
刻
)
」
が
あ
る
。

「
ご
こ
く
」
も
同
様
に
奈
近
の
未
来
を
さ
す
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ム
ハ
ヤ
ぷ



至
近
過
去
令
噺
択
す
総
裁
の
形
成
(
山
口
縄
問
三

「
せ
ん
こ
く
」
の
「
こ
く
(
刻
)
」
は
、

で
も
な
く
時
間
や
時
刻
を
表

す
準
設
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
意
義
が
一
延
期
で
怒
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
「
そ
ん
こ
く
L

の
「
こ
く
L

が
、
議
諜
的
に
ど
の
よ

に
基
づ
く
か
を
、

の
蝦
慣
れ
は
じ
め
た
中
世
議
町
制
掛
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
、
「
こ
く
」

の
用
例
の
分
布
を
も
と
に
推
測
し
て
み
よ
う
。
「
こ
く
(
刻
)
」
に
は
、
次
の
よ
う

な
い
く
つ
か
の
意
義
が
あ
る
。

そ

も
と
様
刻
の
箭
が
一
不
す
制
約
み
は
M

の
司
盛
り
を
示
す
も
的
。

昼
夜
を
等
分
す

季
節
に
よ
る
接
夜
の
長
さ
の
違
い

て
、
変
動
し
な
が

ら
躍
と
夜
と
を
そ
れ
ぞ
れ
穴
等
分
す
る
不
定
時
法
の
各
々
で
、

の
刻
」

支
の
名
を
つ
ひ

分
」
の
よ
う
に
、
十
ニ
支
の
後
ろ
に

一
支
の
後
ろ
に
、

「
午
の
刻
」

「
辰
悶
弼

亥u

間
を
つ
け

「
実
上
刻
」

の
よ
う

-
中
・
下
を
つ
け
て
示
す
法
な
ど
さ
ま
ざ

ま
の
表
し
方
が
あ
り
、
こ
の
諮
自
体
は
助
数
詞
の
よ
う
に
用
い
る
の
が
普
通
。

〈
角
川
合
語
大
辞
典
〉

の
説
明
に
例
示
さ
れ
て
い
る
一
番
目
の
の
制
約
」
式
の
「
こ
く
一
は
、
定

時
法
で
は
環
行
持
法
の
ニ
時
間
に
楕
当
ず
る
。
昼
賓
が
そ
れ
ぞ
れ
穴
等
分
さ
れ
た

不
定
時
法
で
は
、
ニ
十
四
節
気
の
制
約
に
測
ら
れ
た
の
で
、
挙
縮
刷
加
に
差
が
生
じ
る

時
期
間
前
後
、
c
見
て
よ
い
。
二
番
目
の
「
股
鴎
麹
」
式
の
「
こ
く
い

が
、
ぞ
れ
も

は
右
の
削
等
分
の
一
、

に
当
た
り
、
と
も
に

こ
く
」
は
同
じ
く
一
一
…
分
の

の
爵
」
式
の
「
こ
く
」
を
さ
ら
に
細
分
す
る
呼
称
で

の
「
寅
上
期
」
式
の

あ
る
。

の
刻
」
式
の
「
こ
く
L

は
古
く
か
ら
「
と
き
〈
碍
ご
と
も
時

ば
れ
、
そ
の
十
二
支
の
代
わ
り
に
、
昼
夜
震
の
時
報

一
番
目
の

い
ら
れ
た
鐘
な
ど
の
数

ム
ハ
ム
ハ

に
よ
る
、
「
九
つ
」
「
八
つ

な
ど
の
呼
び
方
も
あ
っ
た
。
「
子
の
刻
」

の
「
こ

く
(
郭
)
」
と
、
ぞ
れ
に
相
当
す
る
「
と
き
〈
時
)
」
、

お
よ
び
、

ど
の
数
を

表
す
数
認
に
よ
る
野
容
に
つ
い
て
は

ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
」
に
も
次
の
よ

う
に
あ
る
。

の
日
、
即
ち
昼
、
と
議
と
は
十
二
の
時
期
に
分
制
約
さ
れ
る
。

ムハつ、

夜
が
六
つ
に
分
け
ら
れ
、

と
呼
ぶ
。

そ
の
時
刻
を
h
o
n
g
(
繋
)
、
又
は
、
門
O
A
a
(
詩
)

は
太
陽
の
出
る
轄
に
当
る
〈
ロ
c
n
c
n
c
〈
出
仰
の
刻
〉
、
又
は
、

沼口付
mc仏

sa(六
つ
時
)
に
拐
ま
り
、
部
門
じ
太
陽
の
沈
む
蒋
を
以
て
終
る
。

さ
て
、

ん
こ
く
」
に
つ
い
て
は
、
『
邦
訳
呂
欝
静
欝
』

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

以
ハ
め
同

Hhcnc
・
セ
ン
コ
ク

〈
先
発
)
。
忌
担

gc

〈
蔀
の
刻
)
。
過
ぎ
た
持
、

ま
た
は
、
今
よ
り
少
し
前
。

」
こ
で
「
せ
ん
こ
く
」
は
、
「
詔
mM刊

合

同

M
m
v

ざ
企
-
L

と、

い
換
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、

こ
く
」
は
、
二
時
間
前
後
に
如
相
当
す
る

の
刻
」
式
の
ご
い

そ
の

く
L

と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

の
「
こ
く
」
は
、
時
刻
の
も
と
に
な
る
時
間
の
長
さ
に
も
掲
い

ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
連
体
成
分
を
う
け
て
そ
の
状
態
に
あ
る
時
離
を
習
っ
た
り
、

数
詞
な
ど
と
複
合
し
て
時
間

「
せ
ん
こ
く
」

っ
た
り
す
る
、
次
の
よ
う
な
沼
法
が
あ

る
勝
援
刻
よ
り
午
刻
迄
取
合
ひ
、
数
刻
の
矢
軍
に
手
議
余
多
出
来
、
無
人
に
な
り

引
退
請
に
て
、

-
九
百
)

-
折
ふ
し
宿
の
主
般
行
の
刻
な
れ
ば
、
か
り
で
っ
か
ひ
居
た
る
金
桝
の
小
万
を

内
の
者
に
憶
に
わ
た
す
。
(
噺
本
・
醗
種
笑
・
六
・
推
は
ち
が
う
た
)

な

ん

ど

く

み

む

ま

・
祭
り
の
刻
限
は
荷
碍
で
ご
ざ
る
。
何
と
巳
午
の
煎
じ

ゑ
い
、
身
ど
も
は



一
一
刻
も
一
一
刻
も
早
ふ
出
た
。
と
て
も
の
こ
と
に
、

て
帰
ら
ふ
。
(
続
紅
罫
一
同
…
一
回
・

点
で
、
「
せ
ん
こ
く
」

て
見
物
左
衛
門
〉

い
ず
れ
も
過
去
の
事
実
の
寂
述
に
汚
い
ら
れ
て
い
る

の
「
こ
く
」
に
似
て
い
る
。
そ
の
文
難
か
ら
察
す
る
に
、

こ
れ
ら
の

J
」
く
」
は
、

い
ず
れ
も
「
子
の
刻
」
式
の
「
こ
く
」
に
当
た
る
長
さ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
理

解
し
て
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

mw
第

例
の
「
数
刻
」
に
つ
い
て
は
、
『
邦
訳
ヨ
蕎
建
計
書
』

に
次
の
よ
う
に

ふ
り
つ

そ
の
♂
」
く
」
が
現
代
時
法
の
二
時
期
前
後
に
当
た
る
こ
と
が
、

さ
ら

で
き
る
。

山
山

WMncnα
・

〈
数
州
出
〉
〈

U
2
5
c

(
数
の
部
)
多
く
の
時
。

ス
コ
ク

こ
の

ぬ
よ
う
な
注
も
添
え
て
い
る
。

k 
し当

原
文
は
げ
日
間
・

ひ

に
あ
て
て
開
い
る
。

な
お
、
例
制
の
第
三
例
に
も
あ
る

お
け
る
希
望
な
ど
と
共
恕
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、

に
と
れ
そ
う
に
な
る
が
、
ぞ
れ
は
希
望
表
現
と
の
共
経
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
で

は
、
次
の
よ
う

の
米
来
に

し》

あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
当
時
の
一
こ
く
」

一
般
的
意
義
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

広
義
に
お
け
る
過
去
の
事
実
の
叙
述
に
用
い
ら
れ
る
「
せ
ん
こ
く
」

の
「
こ
く
」

を
理
解
す
る
傍
証
に
す
べ
き
で
は
な
い
。

仰
討
死
ノ
事
其
隠
ナ
ク
鰻
問
、
一
一
窮
モ
早
ク
北
冨
へ
犠
キ
、
父
ガ
ト
ム
ラ
ヒ
合

戦
仕
、
都
近
ク
取
続
キ
、
公
方
ノ
制
御
吾
一
一
ヵ
、
リ
、
先
程
ノ
名
字
ヲ
フ
マ
エ

防
度
候
。
〈
謙
借
家
記
)

よ
'? 

の
「
ご
く
」
は
、
二
時
間
関
前
後
を
さ
す
「
子
の
刻
」

ん
こ
く
」

の

よ
い

く

文
学
部
論
集

第
八
八
お
っ

…

ccm問符“
a

…凶バ)

ん
こ
く
」

に
つ
い
て
は
、

ん

」
の
意
も
一
様
で
は
な
い
。
「
先

日

な
ど

あ
ま
り
速
く
な
い
過
去
の
あ
る
日
ゃ
、
あ
る
年

後
大
切
し
、

な
い
。
し
か
し
、
「
先
月
」

の
場
合
は
直
前

。〉

の
月
を
さ
し
て
鰐
い
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

ん

〈先
)

L

に
は
、
少
し
離
れ
た
過

去
の
時
点
を
ざ
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ご

と
理
解
で
き
る
。
思
う
に
、

の
時
点
を
き
す
こ
と
も
あ
る

さ
す
の
は
、
直
萄
の
誌
や
年
に
は
、
っ
さ
の
ふ

}
J
C
く
じ
っ
」

、，
い側

な
ど
の
、

よ
り
一
般
的
な
言
い
方
が
す
で
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
に
関
係
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
「
先
月
」

に
も
類
義
語
「
詐
月
」
が
あ
る
が
、
「
昨
月
L

の
ほ
う
が
よ

り
特
殊
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
「
せ
ん
こ
く
」
に
は
、

そ
の
語
以
外
に
直
前
の
「
こ
く

を
さ
す
こ
と

を
妨
げ
る
よ
う
な
語
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
も
し
直
前
の
「
こ
く
』
を
捺
く
、

よ
り
離
れ
た
過
去
の
あ
る
時
掲
を
さ
?
と
す
れ
ば
、

よ
り
明
示
的
な
時
期
名
や
、

ろ
い
な
ど
、
そ
の
成
立
を
妨
げ
そ
う
な
別
の
言
い
方
の
存
在
が

b 
し

や
す
く
な
る
。
ょ
っ

ん
と
く

の
「
せ
ん

は
、
発
話
詩

の
が
自
然
で
あ
る
。

そ

以
ト

L

の
考
察
の
結
果
、

す
れ
ば
、
直
前
の
日
の
割
判
官
ぞ
さ
す

と
い
う
よ
う
に
、

そ

の
制
叫
が

ん
こ

く
』
の
原
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
理
解
し
て

ん
こ
く

時
間
帯
が
発
話
時
現
在
か
ら
ど
れ
だ
げ
遡
れ
る
も
の
か

で
み
る
と
、
も
し

午
の
訓
到
の
経
わ
り
方
に
「
せ
ん
こ
く
」
と
い
え
ば
、

理
屈
上
は
、
巳
の
刻
の
は
じ

め
ま
で
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
計
算
で
い
け
ば
、
発
話
時
現
在
か

ら
遡
っ
て
最
長
関
口
待
問
問
を
越
え
な
い
程
震
の
至
近
過
去
を
さ
す
の
が
「
せ
ん
こ

七



烹
近
過
去
を
表
す
磁
誌
の
形
成
(
山
口
実
二
)

f 、

て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ぞ
れ
が
家
有
期
や
近
世
初
期
の
「
こ

く
〈
刻
〉

の
説
明
に
基
づ
く
、
「
せ
ん
こ
く
」

の
し〉

の
用
例
と
、

あ
る
。

ん
こ
く
い
は
、

い
僚
の

に
く
さ
か
ら
見
て
、

す
で

「
さ
さ
ほ

や

の
ほ
う
が
少
し
先
行
し
た
可
能
性

な
ど
に
は
、
持
に
そ
の
時
間
格

そ
れ
ら
の
き
ず
時
間
格
の

が
あ
る
が
、
「
さ
え

M

ほ
ど

さ
っ
さ
い

の
範
囲
を
決
め

治、

理
解
に
も
、

お
推
定
を
及
認
し

い
だ
ろ
う
a

ぞ
れ
ら

の
さ
す
時
間
帯
が
個
々
に
違
う
と
い
う
よ
う
な
、

か
え
っ
て

想
定
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
家
町
鶏
に
現
れ
る
、

辺司、勝

た
語
の
類
は
、
「
せ
ん
こ
く
」
の
一
語
譲
的
意
義
の
解
釈
を
傍
涯
と
し
て
、
本
来
、

発
話
時
現
在
か
ら
還
り
、
最
長
四
時
期
間
を
越
え
な
い
却
慰
霊
の
時
間
帯
に
用
い
ら
れ

た
と
推
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
「
発
話
時
現
在
か
ら
謝
り
い
と
い

う
時
間
帯
の
最
終
時
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
「
い
ま
」

の
類
の
用
法
と
の
分
担
性

か
ら
、
少
し
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。

盟

「
い
ま
し
が
た
L

と
そ
の
罵
逗

室
町
期
以
降
は
、
基
本
的
に
現
在
を
表
す
「
い
ま
〈
今
)
し
の
用
法
に
も
少
し

低
が
生
じ
て
い
る
。
現
在
と
呼
ば
れ
る
詩
関
は
、
選
去
と
未
来
か
ら
区
別
さ
れ

る
、
相
対
的
に
ご
く
僅
か
な
時
期
制
た
ん
な
る
瞬
間
や
剃
那
と
は

、A

企守
、

.
4

、

し
カ

-) 

わ
れ
わ
れ

に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
時
間
的
な
幅
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ

け
で
な
く
、
そ
れ
を

は
さ
ん

て
も
患
い
ら
れ
る

Q

「
い
ま
」

ムハ八

の
周
辺
に
は
副
詞
「
た
だ
」
で
そ
れ
を
限
定
す
る

だ
い
ま
」

か
ら
転
じ
た
「
た
っ
た
」

に
よ
る
寸
た
っ
た
い
ま
」
と
い

l，，::. 

あ
る
の

「
い
ま
」
と
い
う
語
に
そ
れ
ら
の
言
い
方
が
或
り
立
つ
の
は
、

そ
の
現
夜
と
呼
ば

れ
る
時
間
の
幅
が
過
去
や
未
来
に
比
べ
て
、

き
わ
め
て
譲
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
も
発
話
持
の
直
話
や
直
後
に
焦
点
を
当
て
て
用
い
ら
れ
る

用
法
が
「
い
ま
」
と
問
機
に
あ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
も
「
い
ま
」

の
類
に
属
す
る
言

い
方
と
見
て
よ
い
。

し
か
し
、

で
き
る
助
動
語
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
発
話
時
直

や
A

匹、「、
A

L

主
わ
‘
「
ご
r-
〉み主

P

を

し

4
d
」

耳

‘

ナ

'a
ナ
'
'
L
4
d」

で

い
方
を
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
ら

し
く
、

に
く
い
。
そ
れ
ら
に
発
話
時
の
直
前
を
表

す
別
法
が
め
だ
て
く
る
お
は
、

の
助
動
詞
に
献
存
し

そ
の

に
く
く
な
っ
た
中
世
、

あ
る
。

ろ

iJ' 

次
に
、
霊
前
向
開
如
何
前
蹄
の
「
い
ま
」

お
よ
び
、

ら
に
現
れ
る
「
た
っ
た
い
ま
」

む
用
法
に
つ
い
て
、

る
併
と
、
直
後
を
表
す
と
見
う
る
椀
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て

間
今
ゆ
た
髪
が
、
は
ら
り
と
と
げ
た
、

い
か
樺
心
も
、

た
そ
に
と
け

吟
集
・
二
七
m
m
)

-
太
郎
く
わ
じ
ゃ
、
い
ま
の
物
を
だ
せ
。
(
虎
明
本
狂
言
・
陪
太
夫
〉

-
い
や
是
は
い
か
な
事
、
ロ
ハ
今
某
が
田
へ
い
る
〉
水
を
、
は
や
何
者
や
ら
参
て
、

い
や
言
語
道
断
の
事
じ
ゃ
。
(
虎
明
本
狂

な
ら
び
む
匝
へ
入
て
お
い
た
は
。

-
水
掛
饗
)

j
j
j
j
j
j
j
a
せ

い

も

ん

か

ね

-
た
っ
た
今
誓
文
立
て
、
こ
と
に
銀
も
手
放
し
た
り
。
ま
づ
こ
ち
ら
を
し
ま
ふ



て
の
け
ふ
か
。
(
浄
醸
璃
・

-
「
た
っ
た
今
出
た
詐
り
で
、
十
分
に
な
る
か
、

な
ら
な
い
か
で

い
ま

立追
い!す

夏
目
激
石

ろ

上

四

立
ち
並
び
絵
ひ
な
む
と
一
寸
一
口
ふ
/
¥
、

(
源
氏
・
空
蝉
)

たi
E 

せ
て
克
せ
市
ベ
き
』
と
て
、
〈
佼
名
草
子
・
竹
斎
・

-
た
っ
た
ん
7

間
男
を
引
き
、
ず
り
だ
し
て

ふ
ぞ
と
、

需
・
上
)

「
い
ま
」

の
類
に
は
室
町
窮
以
降
、
例
聞
の
よ
う
に
発
話
料
付
直
話
を
表
す
用
法

が
位
協
に
頻
繁
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
は
り
完
了
に
撰
す
る
助
動
詞
側
の

機
能
の
後
退
を
補
完
す
る
現
象
と
見
て
よ
い
。

し
か
し
、

い
ま

っ
た
い
ま
一
が
表
分
る
発
話
時
直
前
は
、

い
ま

し》

あ
る
か
ら

そ
れ
ら

の
表
示
性
は
な
お
文
轍
へ

ぞ
れ
ら

い
し
、
連
語
形
に
は
、
現
代
認
に
至
る
ま
で

れ
る
よ
う

な
通
時
的
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
先
述
の
奈
近
過
去
を
表
す

爵
一
訴
は
、
遅
く
と
も
そ
の
彩
或
後
間
間
も
な
く
、

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味

い
ず
れ
も
至
近
退
去
に
一
専
用
さ
れ

『
い
ま
い
の
類
の
発
話
持
直
前
を
表
す
用
法

は

よ

直
ち
に
間
関

視
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
。

よ

の
類
に

い
キ
ホ
し

よ
る
至
近
過
去
の
表
示
と
は
、
時
間
帯
の
通
い
か
ら
も
、

違
い
か
ら
も
、
富
山
加
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
で
、
基
本
的
に
現
在
を
表
す
「
い
ま
」

の
類
の
吊
法
に
、
こ
う
し
て
室
町
期

文
学
部
議
集

第
八
八
口
ぢ
つ
一

0
0周
年
三
月
)

以
降
、
発
話
時
直
訴
そ
表
す
用
法
が
頻
繁
生
す
る
こ
と
を
思
え
ば
、
先
述
の
誤
認

い
う
時
間
帯
に
つ
い
て
の
説
明
も
、

そ
れ
に
治
っ
て
議
整

0) 

る
発

い
ま
」
の
懇

じ
る
。

話
持
蕊
議
と
は
、
物
理
的
に

の
の
、

に
お
い
て
は
阪

則
さ
れ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
棋
で
も
、

ー
さ
い
ぜ
ん

(
最
前
)
」
寸
せ
ん
こ
く
(
先
制
均
)
」

-
h
d

っ
き
」
は
寸
い
ま
(
A
A
7〉

L

寸
た
だ
い
ま
(
只
今
ご
と
は
明
ら
か
に
託
判
別
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

M
W
ざ
い
ぜ
ん
は
櫛
参
詣
、
今
は
御
下
向
、
韓
み
な
し
。
討
っ
て
捨
つ
る
と
刀
の

e

女
殺
諮
地
獄
・

か
く
る
。

税
制
ぶ
4

.
先
制
対
日

新
う
す
ゆ
き
物
語
・
中
)

・
今
そ
こ
へ
来
た
女
は
、
さ
っ
き
の
あ
ん
ま
じ
ゃ
ア
ね
へ
か
り
。
(
滑
穣
本
・

に
仰
こ
さ

し為

東
海
道
中
膝
栗
毛
・
八
上

な

ん
こ
く
(
先
刻
)
」
の
語
源
的
意
義
の
解
釈
を
傍
証
と
し
て
、
至
近
過
去

ら
譲
っ
て
最
長
四
時
開
を
越
え
な
い

し
か
し
、

い
ま

の
懇

る
発
話
時
直
前
と
の
分
担
性
を
考
え
れ
ば
、

っ
て
い
ど
い

う
説
明
で
は

そ
の
時
間
替
の
最
終
蒋
点
が
つ
い
ま
」

の
類

前
と
重
な
っ
て
し
ま
う
。
同
じ
詩
の
富
一
説
性
を
も
っ
語
同
士
の
分
担
体
制
約
と
し
て
、

そ
う
い
う
ど
つ
や
り
つ
か
ず
の
あ
り
ょ
う
は
認
め
が
た
い
。
よ
っ
て
、

そ
の
寸
発
話

I)> 

っ
て
い
と
い
う
部
分
は
、
「
い
ま
」

の
類
で
表
せ
る
発
話
持
直
話

け
れ
ぜ
な
ら
な
い
。
い
償
分
ば
、
先
述

し3

近
退
去
を
表
す
副
詞
の
類
は
、

い
$
ふ
ん

ムハム九



至
近
過
去
を
表
す
副
詞
の
形
成
(
山
口
実

を
除
い
て
、
本
来
、
最
長
四
時
間
を
越
え
な
い
程
度
の
時
間
帯
に
用
い
ら
れ
た
と

推
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
基
本
的
に
現
在
を
表
す
副
詞
で
あ
る
「
い
ま
」
か
ら
も
、

そ
れ
を

核
と
し
て
至
近
過
去
を
表
す
と
見
て
よ
い
語
が
形
成
さ
れ
た
。
近
世
後
期
以
降
に

認
め
ら
れ
る
、
次
の
よ
う
な
「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

ω客
「
い
や
ほ
ん
に
も
ふ
何
時
じ
ゃ
あ
ろ
、
か
ぎ
り
打
た
か
」
大
「
今
が
た
打

ま
し
て
御
ぎ
り
ま
す
。

い
っ
そ
御
ろ
く
に
御
休
み
遊
ば
さ
ん
か
。
(
酒
落
本
・

郭
中
奇
書
〈
異
本
〉
)

-
「
う
ん
、
今
方
戻
ん
て
来
た
。
婆
ゃ
ん
の
と
こ
へ
行
ち
ょ
っ
た
と
。
」
(
上
林

暁
・
ち
ち
は
は
の
記
)

側
お
壁
さ
ん
、
今
し
方
表
を
通
ツ
た
お
か
み
さ
ん
を
御
覧
か
。
(
滑
稽
本
・
浮

世
風
呂
・
三
下
)

・
今
し
方
い
〉
塩
梅
に
、
雲
切
れ
が
し
て
止
み
さ
う
だ
つ
た
が
、
又
強
く
降
つ

て
来
た
な
。
(
歌
舞
伎
・
三
人
吉
三
廓
初
買
・
五
幕
目
)

ご壁、

・
あ
の
、
先
刻
若
い
者
を
御
迎
へ
に
差
上
げ
ま
し
て
ム
い
ま
す
。
(
徳
冨
董
花
・

不
如
帰
・
上
・
一
の
こ

-
「
い
つ
見
え
た
の
で
す
」
「
ほ
ん
の
今
し
が
た
」
(
芝
木
好
子
・
面
影
・
二
)

「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」
は
、
「
い
ま
」
や
、
「
い
ま
」
を
副
助
詞

「
し
レ
で
強
め
る
言
い
方
に
、
時
間
的
な
方
向
や
位
置
を
表
す
意
味
で
、
接
尾
語

「
が
た
」
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
「
い
ま
」
で
表
せ
る
時
間
帯
よ
り
も
前
の
、

「
い
ま
」
に
近
い
時
間
帯
を
限
定
す
る
言
い
方
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

「
い
ま
」
を
副
助
詞
「
し
」
で
強
め
る
言
い
方
に
は
、
古
く
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
。

七
O 

〈
れ

仰
木
の
暗
の
繁
き
尾
の
上
を
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
き
て
越
ゆ
な
り
今
し
〈
伊
麻
之
〉

来
ら
し
も
(
万
葉
・
二
十
・
四
三

O
五
)

・
い
ま
し
、
は
ね
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
き
ぬ
。
(
土
佐
・
一
月
一
一
日
)

そ
れ
が
ず
っ
と
継
続
し
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
近
世
に
も
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

側
今
し
円
さ
ん
が
を
ま
へ
の
う
ち
へ
は
い
り
な
ん
し
た
に
よ
っ
て
、

八
重
の
さ

ん
の
い
〉
な
ん
す
に
は
ツ
イ
い
く
か
ら
よ
そ
へ
い
き
な
ん
せ
ん
よ
う
に
し
て

を
く
れ
な
ん
せ
と
、

(
酒
落
本
・
傾
城
仙
家
査
)

「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」
は
、
こ
の
よ
う
な
「
い
ま
し
」
を
含
め
て
、

す
で
に
述
べ
た
「
い
ま
」

の
類
に
お
け
る
、
発
話
時
直
前
を
表
す
用
法
の
頻
繁
化

と
、
至
近
過
去
を
表
す
既
存
の
語
の
類
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
至
近
過
去
の

時
間
帯
の
う
ち
、
「
い
ま
」
の
類
で
表
せ
る
発
話
時
直
前
に
近
い
時
間
帯
を
お
さ

え
て
、
そ
の
至
近
性
を
強
調
す
る
言
い
方
と
解
せ
る
。
発
話
時
直
前
に
近
い
時
間

帯
で
あ
る
か
ら
、
「
い
ま
」
が
用
い
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
目
的
は
既
存
の
語
の

類
の
表
す
至
近
過
去
の
、
至
近
性
の
強
調
に
あ
っ
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
現
在
を
表
し
、
発
話
時
の
直
前
や
直
後
に
ま
た
が
る
幅
を

も
つ
「
い
ま
」
や
、

そ
れ
を
「
し
」
で
強
め
た
「
い
ま
し
」
に
、
時
間
的
な
方
向

や
位
置
を
表
す
「
が
た
」
は
付
け
得
な
い
は
ず
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

の
先
後
関
係
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
例

ω

の
第
一
例
は
、
『
酒
落
本
大
成
』
第
四
巻
の
解
説
で
は
、
明
和
八
年
頃
の
刊
と
推

「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」

定
さ
れ
て
お
り
、

の
初
例
で

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
現
在
知
ら
れ
る
「
い
ま
し
が
た
」

あ
る
例
制
の
第
一
例
よ
り
か
な
り
早
い
。
し
か
し
、

よ
り
一
般
化
し
た
の
は
、
こ

の
う
ち
の
「
い
ま
し
が
た
」

の
ほ
う
で
あ
っ
た
。



な
お
、
次
の
例
は
「
い
ま
し
が
た
」

の
「
い
ま
」

の
代
わ
り
に
「
只
今
」
が
用

い
ら
れ
た
珍
し
い
例
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
他
に
そ
う
し
た
例

は
見
当
た
ら
な
い
。

側
(
長
九
)
時
に
ぢ
い
さ
ん
、
何
時
だ
の
。

草
の
六
ツ
が
な
り
ま
し
た
斗
り
ご
ざ
り
ま
す
。
(
歌
舞
伎
・
与
話
情
浮
名
横

(
茶
屋
)

ハ
イ
只
今
し
が
た
浅

櫛
・
序
幕
)

至
近
過
去
を
表
す
言
い
方
に
は
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
至
近
過
去
を
表
す
副
詞

「
さ
き
」
や
「
さ
っ
き
」
を
「
い
ま
〉
い
ん
ま
」

で
強
調
す
る
言
い
方
も
あ
る
。

そ
れ
に
は
次
に
示
す
よ
う
に
、
格
助
詞
「
の
」
を
伴
う
連
体
的
な
「
い
ま
の
〉
い

ん
ま
の
」

の
形
で
強
調
す
る
言
い
方
と
、
「
の
」
を
伴
わ
ず
、
副
詞
と
し
て
直
ち

に
「
さ
き
」
や
「
さ
っ
き
」
を
限
定
す
る
言
い
方
と
が
あ
る
。

側
そ
ふ
い
へ
ば
な
る
ほ
ど
、
今
の
さ
き
船
の
あ
が
り
湯
で
、

ハ
テ
見
た
よ
ふ
な

所
だ
と
お
も
ひ
や
し
た
が
、
(
滑
稽
本
・
東
海
道
中
膝
栗
毛
・
六
上
)

-
わ
し
や
そ
の
ば
ん
と
う
が
心
安
う
て
、

い
ん
ま
の
さ
き
こ
〉
へ
見
へ
て
、

の
は
な
し
し
て
じ
ゃ
っ
た
が
、
(
滑
稽
本
・
東
海
道
中
膝
栗
毛
・
八
下
)

ωい
ん
ま
先
、
ご
で
升
。
大
か
た
へ
ん
じ
に
来
て

r
升
じ
ゃ
あ
ろ
。
(
酒
落
本
・

輿
斗
月
)

-
額
を
か
く
す
冠
の
、
黒
い
色
が
著
る
し
く
目
に
つ
い
た
の
は
今
先
の
事
で
あ

っ
た
に
、
(
夏
目
激
石
・
虞
美
人
草
・
十
四
)

側
今
さ
っ
き
手
に
触
れ
て
、
こ
ん
な
冷
た
い
髪
の
毛
は
初
め
て
だ
と
び
っ
く
り

し
た
の
は
、
(
川
端
康
成
・
雪
国
)

発
話
時
現
在
を
表
す
た
め
で
も
、

そ
の
直
前
を
表
す
た
め
で
も
な
く
、
至
近
過

去
の
至
近
性
を
「
い
ま
〉
い
ん
ま
」

で
強
調
す
る
そ
の
ね
ら
い
は
、
副
詞
「
さ

文
学
部
論
集

第
八
八
号
(
二

O
O四
年
三
月
)

き
」
や
「
さ
っ
き
」
と
の
一
体
化
に
よ
っ
て
「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」
以

そ
の
言
い
方
が
時
期
的
に
「
い
ま
が
た
」
や
「
い
ま
し
が

上
に
明
白
で
あ
る
が
、

た
」
の
出
現
し
は
じ
め
る
近
世
後
期
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
「
い
ま
が
た
」

「
い
ま
し
が
た
」
を
至
近
過
去
の
至
近
性
を
強
調
す
る
言
い
方
と
解
す
る
私
見
の

傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

至
近
過
去
の
至
近
性
を
強
調
す
る
言
い
方
は
、
「
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」

に
、
「
い
ま
の
さ
き
〉
い
ん
ま
の
さ
き
」
「
い
ま
さ
き
〉
い
ん
ま
さ
き
」
「
い
ま
さ

っ
き
」
を
加
え
て
、
近
世
後
期
以
降
、
多
様
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
室
町
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
げ
て
の
「
せ
ん
こ
く
(
先
刻
)
」
の
解
釈
と
、

「
い
ま
」
の
類
で
表
せ
る
発
話
時
直
前
に
つ
い
て
の
理
解
か
ら
、
至
近
過
去
を
表

す
副
詞
類
の
適
用
で
き
る
時
間
帯
は
、
「
い
ま
」
の
類
で
表
せ
る
発
話
時
直
前
を

除
い
て
、
本
来
、
最
長
四
時
間
を
越
え
な
い
程
度
と
推
定
し
た
。
し
か
し
、
近
世

そ

そ
の
至
近
性
を
強

調
す
る
言
い
方
も
多
様
化
し
て
い
る
。
個
人
で
時
計
を
所
持
し
、
時
間
に
追
わ
れ

る
慌
た
だ
し
い
生
活
が
普
通
に
な
っ
て
き
た
現
代
人
に
と
っ
て
の
至
近
過
去
が
室

後
期
以
降
、
見
て
き
た
よ
う
に
至
近
過
去
を
表
す
副
詞
に
は
、

町
期
な
ど
と
同
じ
で
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
至
近
過
去
を
表
す
副
詞
の
至
近
度
は
、

時
代
と
と
も
に
そ
の
程
度
を
高
め
て
き
た
は
ず
で
あ
り
、
近
世
後
期
以
降
、
至
近

過
去
の
副
詞
に
そ
の
至
近
性
を
強
調
す
る
言
い
方
が
現
れ
、
多
様
化
し
て
き
た
の

も
、
そ
れ
を
反
映
す
る
動
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
八
六
七
〈
慶
応
三
〉
年
刊
の

ま
ず
数
分
以
前
の
意
を
あ
げ
て
い
る
。
発
話
時
直
前
を
除

『
和
英
語
林
集
成
』
初
版
に
は
、
次
の
よ
う
に

「
先
刻
」

の
語
釈
に
、

い
て
最
長
四
時
間
と
推
定
し
た
室
町
期
の
そ
れ
の
至
近
度
に
比
べ
る
と
、
こ
の
数

分
以
前
と
い
う
至
近
度
は
格
段
に
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七



一
品
中
一
近
浴
中
中
以
後
渓
ず
磁
…
約
の
形
成
〈
山
口
然

ao

∞
室
内
宗
門
ア
セ
ン
コ
夕
、
先
刻
、
補
グ
〉

rd司
吋
吋
阿
佐
口
付
主
義
タ
州
w
m
y
c吋
同
氏
自
。

宮
内
。
円
の
ま
門
戸
・
ま
さ
さ
き
場
出
向
2
2
4目・

五

話
び

に
は
過
去
の
蹟
動
詞
と
は
別
に
、
完
了
を
表
す
訪
動
詞
-
ぬ
-
「
つ
」

が
あ
り

の
直
道
や
、

ぞ
れ
に
ご
く
近
い
過
去
の
詩
点
の
表
示
は
、
動
作

ぞ
れ

れ
る
「
あ
り
い
な
ど
と

る
「
あ
り
つ
る
L

れ
ば
」
な
ど
の
形
で

し
か
し
、

の
助
動

カヨ

で〉

了
、
A

w
l
-
b
h
w
 

詞
が
一
-
わ
じ
に
絞
合
さ
れ

た
そ
の
よ

は
、
か
つ
て
の

つ

う
な
助
動
語
の
表
示
力
は
後
退
す
る
。
そ
の
適
時
的
変
吃
を
補
完
す
る
た
め
に
、

よ
り
分
析
的
に
発
話
詩
の
直
蔀
や
至
近
過
去
を
表
せ

の
類
mw
出
溌
が
中
世
に

は
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
が
室
町
期
に
な
っ
て
、
至
近
退
去
を
表
す
い
く
つ
か
の
語

が
に
わ
か
に
現
れ
る
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

ま
ず
、
時
開
的
に
よ
り
広
義
む
過
去
や
「
最

し
て
は

初
い
な
ど

に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
さ
き
一
に
、
発
話
持
現
在
か
ら
見
た
至
近

る
。
そ
の
中
で
、

さ
き
ほ
ど
」
が

ト
品

し
て
、

は
「
ざ

Ì<~ 

つ

き
」
に
裂
音
の
介
入
し
た

さ
っ
き
い
も
現
れ
、
こ

る
語
に
な
っ
た
。

漢
語
に
も
、
室
町
出
掛
か
ら
至
近
過
去
を
表
す
爵
一
認
が
現
れ
る
。
「
ざ
い
ぜ
ん

(
最
前
ご
と
「
せ
ん
こ
く
(
先
刻
)
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
さ
い
ぜ
ん

(
最
前
)
」

は
、
よ
り
吉
く
か
ら
「
最
初
」
「
真
っ
先
」

の
意
に
摺
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
が
、

窓
町
期
以
携
の

は
、
至
近
過
去
そ
さ

に
な
っ
た
。

七

い
ま
」
や
{
た
だ
い
ま
」

に
も
、
文
慌
に
依
存
し
な

に
な
っ
て
額
繁
北
す
る
。
ぞ
れ
も
長

ト
ム
マ
令
。

ろ
か

れ
る
寸
た
っ
た
い
ま
」
に
つ
い
て

直
斗
郊
に
専
用
さ
れ
る
語
で
は
な
い

で、

ぺ

J

V
」

4

』

は
揺
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
発
話
時
現
在
以
叫
郊
の
比
較
的
近
い
時
間
帯
を
、

Jコ

過
去
を
表
す
謡
誌
の
類
と
の
聞
で
分
担
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

近
世
後
題
以
韓
に
は
、
一
い
ま
が
た
」
「
い
ま
し
が
た
」
も
至
近
過
去
を
表
す
副

の
一
つ
に
な
る
。
そ
の
う
ち
、
後
者
が
特
に
一
般
生
し
た
。
こ
れ
ら
は
そ
の
至

る
発
話
時
古
前
に
近
い
時
間

の
待
問
問
帯
の
う
ち
、
「
い
ま
い
の
嬢

お
さ
え
る

と
に
よ
っ

い
方
で
あ

る
。
そ
の
出
現
す
る
こ
ろ
か
ら
は
、
「
い
ま
〉
い
ん
ま
い
で
「
診
さ
」
や
「
会
つ

き
』
を
摂
定
す
る
、
「
い
ま
の
さ
き
〉
い
ん
ま
の
さ
さ
↑
「
い
ま
ち
ぎ
〉
い
ん
ま
ち

き
二
い
ま
さ
っ
き
」
な
ど
も
加
わ
り
、
奈
近
過
去
の
至
近
性
を
強
調
す
る

しミ

を

方
も
多
襟
北
し
て
き
た
。

一
点
点
近
道
去
を
表
す
副
詞
の
類
で
表
せ
る
至
近
過
去
の
時
間
帯
は
、
室
町
期
の

ん
こ
く
L

な
ど
に

か
り
を
求
め
れ
、
ば
、
「
い
ま

の
類
で
表
せ
る
発
話

れ

本
来
、
最
長
臨
時
間
を
慈
え
な
い
軽
護
の
過
去
と
見
る
こ
と

し》

is 
"7、、

し
か
し
、
近
枇
後
期
以
際
、

し五

の

方
が
現
れ
、
多
様
往
し
で
さ
で
い
る
こ
と
は
、

自
体
が
、
時
宍
と
と
も
に
そ
の
叩
制
度
を
高
め
て
き
た
こ
と
を
反
映
す
る
動
さ
と
み

て
よ
か
ろ
う
。



『
た
」
へ
の
波
数

〈
平
成
九
〉
伴
、
ひ
つ
じ
幾

口
莞

e

一
吋
助
動
詞
史
を
探
る
」
〔
ニ

0
0一
一
一
〈
平
成
十
五
〉
伴
、
和
泉
勢

十
一
議
)
。

(2)

山
口
亮
一
一
「
完
了
辞
の
統
合
に
か
か
わ
る
補
助
動
詞
の
関
与
」
(
『
助
動
詞
史
を

採
る
ゐ
第
十
二
章
)
。

(
3
〉
い
わ
ゆ
る
時
の
副
詞
に
つ
い
て
は
、
問
端
善
明
「
時
の
副
詞
j
j
述
語
の
層
に

つ
い
て
そ
の
一

1

1

〈
上
下
ご
ぺ
間
的
諮
問
文
」

2
2
・
一
二
一
二
、
一
九

六
部
〈
昭
和
立
九
〉
・
…
つ
つ
む
に
、
汎
時
論
的
に
文
論
レ
ベ
ル
の
仏
位
置
づ

り
を
め
ざ
し
た
論
が
あ
る
。
本
織
の
対
象
と
し
た
制
問
の
代
表
的
な
諸
に
つ
い
て

も
、
そ
の
周
辺
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
の
詩
及
が
あ
る
。

(
4
)

橋
本
万
平
『
日
本
の
時
刻
制
度
』
三
九
六
六
〈
昭
和
四
一
〉
伴
、
務
簿
一
勝
〉
。

(
S
)

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
一
総
』
(
一
九
八
五
〈
昭
和
六

O
〉
年

1
ニ
0
0

一
〈
一
平
成
一
三
〉
年
、
三
省
堂
)
の
「
こ
く
〔
刻
・
魁
)
」
の
項
に
は
、
こ
の
部

分
を

7
自
然
界
の
一
日
L

と
訳
し
て
引
い
て
お
り
、
わ
か
り
や
す
い

G

〈
各
〉
小
林
資
滋
吋
ア
カ
ツ
キ
の
研
究
一
平
安
人
の
蒋
間
伊
(
二

0
0一
二
〈
平
成
一

双

〉

伴

、

和

に

は

、

子

力

グ

」

は

叫

に

つ

く

と

き

は

、

ぞ

と

あ

っ

て

、

あ

る。

〈

l
〉

第 rUL 

イ
マ
シ
ガ
タ
の
場
合
も
、
話
し
て
い
る
時
点
よ
り
前
令
き
し
て
、
つ
い
ち
つ

き
の
意
味
で
は
使
用
さ
れ
る
が
、
現
時
点
よ
り
後
を
き
し
て
は
使
用
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
イ
マ
シ
ガ
タ
も
少
な
く
と
も
イ
マ
シ
と
い
う
短
い
蒋
問
の
前

の
方
を
さ
す
こ
と
は
わ
か
る

G

こ
の
「
イ
マ
シ
と
い
う
短
い
陣
内
障
の
前
の
方
を
さ
す
」
と
い
う
見
方
に
は
従
え

な
い
が
、
小
林
氏
に
よ
れ
ば
、
中
市
の
ア
カ
ツ
ル
ザ
ガ
タ
は
「
ア
カ
ツ
キ
の
開
始
部

分
を
さ
す
謂
」
明
、
あ
る
が
、
ア
カ
ツ
ネ
の
開
始
時
点
よ
り
前
に
当
た
る
、
「
午
前

一
一
一
時
前
を
ア
カ
ツ
キ
ガ
タ
と
恭
一
一
行
っ
て
い
る
¥
「
ア
カ
ツ
や
チ
カ
ク
と
閉
じ
滋
味
」

の
例
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
被
さ
れ
て
い
る
。
叶
い
ま
し
が
た
」
の
「
が
た
」
は
そ
の

後
者
に
相
当
す
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

文
学
部
議
集

第
八
八
品
勺
〈
一
一

O
O
四
年
一
二
月
)

(7)

「
い
ん
ま
先
、
ご
で
升
」
の
「
ご
」
は
午
。
夜
半
を
知
ら
せ
る
太
鼓
を
打
っ
た

こ
と
を
い
う
。
な
お
、
こ
の
滋
落
本
『
輿
斗
月
』
に
は
、
天
保
七
年
の
自
序
が
あ

る。

〈
や
ま
ぐ
ち

ぎ
ょ
う
じ

日
本
一
議
日
本
文
学
科
)

臼
受
理

セ




