
資
格
・
立
場
の
表
示
史

!
ー
|
「
た
り
」
「
と
し
て
」
と
そ
の
分
化
|
|

〔抄
古
代
語
で
人
物
の
資
格
や
立
場
を
表
す
傾
向
が
め
だ
つ
も
の
に
、
断
定
の

助
動
詞
「
た
り
」
、
そ
の
連
用
形
「
と
」
に
よ
る
「
と
あ
り
」
「
と
し
て
」
が

重量

あ
る
。
「
と
し
て
」
は
近
現
代
語
に
も
継
承
さ
れ
る
が
、
「
た
り
」
の
衰
退
に

伴
い
、
よ
り
語
源
寄
り
に
、
格
助
調
「
と
」
や
補
助
動
調
化
し
た
サ
変
動
調

連
用
形
な
ど
の
連
語
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
古
代
語
に
お
け
る
以
上
に

そ
の
用
途
を
広
げ
て
い
る
。
近
世
に
は
「
と
」
と
補
助
動
調
「
あ
り
〉
あ

る
」
の
連
語
を
連
体
成
分
の
主
要
素
と
す
る
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
と
い

う
形
で
、
資
格
や
立
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
態
に
つ
い
て
の
自
省
や
批
判

を
表
す
言
い
方
も
現
れ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
「
と
し
て
」
に
通
じ
る
点
の
あ
る

は
じ
め
に

古
代
語
で
は
、
人
物
の
資
格
や
立
場
を
表
す
傾
向
の
め
だ
っ
語
に
、
断
定
の
助

動
詞
「
た
り
」
が
あ
る
。
そ
の
原
形
に
当
た
る
「
と
あ
り
」
も
そ
れ
と
共
存
し
て
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山

尭

口

「
と
し
た
こ
と
が
」
と
い
う
言
い
方
も
現
れ
、
自
他
の
予
期
に
反
す
る
不
用

意
な
言
動
に
つ
い
て
の
心
外
感
や
違
和
感
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
各
表
示
法
と
そ
の
通
時
的
な
相
互
関
係
を
探

り
、
資
格
や
立
場
の
表
示
法
が
時
代
と
と
と
も
に
そ
の
近
隣
関
係
を
変
化
さ

せ
な
が
ら
分
化
し
て
い
く
姿
を
辿
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

「
た
り
」
、
「
と
し
て
」
、
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
、

「
と
し
た
こ
と
が
」
、
資
格

い
た
。
「
た
り
」
の
連
用
形
「
と
」
に
よ
る
「
と
し
て
」
の
形
に
も
人
物
の
資
格

や
立
場
を
表
す
用
法
が
め
だ
っ
。
し
か
し
、
近
現
代
語
で
は
断
定
の
助
動
詞
「
た

り
」
は
衰
退
し
、
「
と
し
て
」
の
「
と
」
は
、
も
と
の
格
助
調
「
と
」
と
見
る
べ

き
品
詞
性
を
回
復
す
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
古
代
語
の
「
と
し
て
」
で
は
接
続
助
詞

五
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よ
り
語
源
寄
り
に
補
助
動
詞
化
し
た
サ
変
動
調
の
連

用
形
と
接
続
助
調
「
て
」
の
連
語
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
現
代
語
の
「
と

し
て
」
は
、
そ
の
見
方
の
変
化
に
も
関
連
し
て
古
代
語
に
お
け
る
以
上
に
そ
の
用

途
を
広
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
見
ら
れ
る
「
し
て
」
も
、

近
世
に
は
、
「
と
」
と
補
助
動
詞
「
あ
り
〉
あ
る
」
の
連
語
を
連
体
成
分
の
主

要
素
と
す
る
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
と
い
う
言
い
方
も
現
れ
、
資
格
や
立
場
に

ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
態
に
つ
い
て
の
自
省
や
批
判
に
用
い
ら
れ
る
言
い
方
に
な
る
。

同
じ
こ
ろ
、
「
と
し
て
」
に
通
じ
る
点
の
あ
る
「
と
し
た
」
を
連
体
成
分
と
す
る

「
と
し
た
こ
と
が
」
と
い
う
言
い
方
も
、
自
他
の
思
い
が
け
な
い
言
動
に
つ
い
て

の
心
外
感
や
違
和
感
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

本
稿
は
、
そ
れ
ら
の
各
表
示
法
と
そ
の
通
時
的
な
相
互
関
係
を
探
り
、
資
格
や

立
場
の
表
示
法
が
時
代
と
と
と
も
に
そ
の
近
隣
関
係
を
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
分
化

し
て
い
く
姿
を
辿
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」

の
役
割

古
代
語
の
断
定
の
助
動
詞
に
は
、
「
な
り
」
と
「
た
り
」
が
あ
っ
た
。
平
安
時

代
、
「
な
り
」
は
和
文
体
・
漢
文
訓
読
体
を
問
わ
ず
広
く
用
い
ら
れ
た
が
、
「
た

り
」
は
漢
文
訓
読
体
を
中
心
に
用
い
ら
れ
、
使
用
さ
れ
る
文
体
に
顕
著
な
偏
り
が

あ
っ
た
。
中
世
に
な
る
と
、
和
文
体
と
漢
文
訓
読
体
は
互
い
に
寄
り
合
っ
て
和
漢

混
交
体
を
形
成
し
、
そ
の
後
の
文
体
の
主
流
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
文
章
語
は

古
い
体
系
の
保
持
に
価
値
を
認
め
て
、
た
え
ず
変
化
す
る
口
語
か
ら
離
れ
て
文
語

化
も
進
む
。
そ
の
後
の
文
語
文
で
は
、
多
く
の
場
合
「
た
り
」
と
「
な
り
」
は
意

味
的
な
差
を
中
心
に
使
い
分
け
ら
れ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

ム
ノ、

「
た
り
」
の
意
味
的
な
特
徴
を
探
る
に
は
、

そ
の
上
接
語
の
広
が
り
が
ま
ず
よ

い
物
差
し
に
な
る
だ
ろ
う
。
古
代
語
で
は
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
」
も
「
た

り
」
の
連
用
形
と
見
な
さ
れ
た
が
、
「
と
」
に
は
、
外
形
上
、
格
助
調
と
紛
ら
わ

し
い
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
連
用
形
の
「
と
」
に
よ
る
「
と
あ
り
」
や
「
と
し

て
」
に
つ
い
て
は
後
に
譲
り
、

そ
れ
以
外
の
「
た
り
」
の
用
例
を
観
察
す
る
と
、

断
定
の
助
動
調
「
た
り
」
の
上
接
語
に
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
名
詞
の
中
で
も
人

物
の
身
分
・
親
族
関
係
な
ど
の
社
会
的
な
資
格
や
立
場
を
表
す
語
が
多
い
こ
と
に

気
づ
く
。ω舎

利
弗
和
上
タ
リ
。
(
今
昔
・
一
・
十
七
)

・
古
へ
清
盛
公
い
ま
だ
安
芸
守
た
り
し
時
、
伊
勢
の
海
よ
り
熊
野
へ
ま
い
ら
れ

け
る
に
、
(
覚
一
本
平
家
・
一
・
艦
)

-
東
寺
ノ
長
者
、
醍
醐
ノ
座
主
ニ
補
セ
ラ
レ
テ
、
四
種
三
密
ノ
棟
梁
タ
リ
。

(
太
平
記
・
二
)

-
武
名
に
も
不
レ
恥
、
忠
義
之
心
も
な
か
り
し
事
、
武
士
た
る
上
、
絶
一
一
言
語
一

事
也
。
(
太
閤
記
・
十
四
)

次
の
よ
う
に
、
上
接
語
自
体
は
人
物
を
表
す
語
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の

場
合
も
そ
の
連
体
修
飾
語
を
含
め
て
、
人
物
や
人
事
に
関
連
す
る
社
会
性
の
認
め

ら
れ
る
物
件
に
集
中
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

ωそ
れ
三
井
寺
は
、
近
江
の
義
大
領
が
私
の
寺
た
り
し
を
、
天
武
天
皇
に
よ
せ

奉
り
て
御
願
と
な
す
。
(
覚
一
本
平
家
・
四
・
一
ニ
井
寺
炎
上
)

-
干
将
莫
耶
の
剣
と
被
レ
云
て
、
代
々
の
天
子
の
宝
た
り
し
が
、
(
土
井
本
太

平
記
・
十
二
一
)

-
此
大
坂
の
城
と
申
す
は
、
:
:
:
た
や
す
く
落
つ
ま
じ
き
名
城
た
る
う
へ
、
外



側
に
堀
を
掘
り
、
(
仮
名
草
子
・
大
坂
物
語
・
上
)

人
物
の
社
会
的
な
資
格
や
立
場
を
表
す
名
調
に
付
く
例
に
は
、
次
の
よ
う
に
主

語
と
同
じ
語
に
「
た
り
」
を
付
け
て
そ
の
述
語
に
し
た
り
、
被
修
飾
語
と
同
じ
語

を
連
体
修
飾
語
に
し
た
り
す
る
言
い
方
も
稀
で
は
な
い
。
こ
の
点
も
「
た
り
」
の

意
味
的
な
特
徴
を
考
え
る
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω神
ノ
神
タ
ル
ハ
人
ノ
礼
二
依
テ
也
。
人
ノ
人
タ
ル
ハ
神
ノ
加
護
ニ
任
タ
リ
。

(
源
平
盛
衰
記
・
四
・
山
王
垂
跡
)

-
父
父
た
ら
ず
と
云
共
、
子
も
ツ
て
子
た
ら
ず
ン
ば
有
べ
か
ら
ず
。
(
覚
一
本

平
家
・
二
・
燈
火
之
沙
汰
)

(
仮
名
草
子
・
清
水
物
語
・
上
)

・
そ
れ
、
君
君
た
り
、
臣
臣
た
り
、
父
父
た
り
、
子
子
た
り
、
夫
夫
た
り
、
婦

婦
た
る
は
、
人
倫
の
常
な
る
也
。
(
折
た
く
柴
の
記
・
下
)

た
ん
に
そ
の
人
物
の
社
会
的
な
資
格
や
立
場
を
さ
す
だ
け
な
ら
、
こ
の
よ
う
に

同
じ
語
を
反
復
す
る
言
い
方
は
通
常
現
れ
な
い
。
そ
う
い
う
言
い
方
が
可
能
な
の

は
、
そ
の
上
接
名
調
に
述
語
や
連
体
修
飾
語
と
い
う
成
分
の
働
き
を
与
え
る
「
た

り
」
が
、
た
ん
に
そ
の
上
接
語
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で

な
く
、
そ
の
資
格
や
立
場
、
な
い
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
し
い
実
態
に
焦
点
を
当
て
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
断
定
の
助
動
調
「
な
り
」
の
表
示
性
は
概
念
同
土
の
関
係

に
と
っ
て
よ
り
説
明
的
で
あ
る
。
「
な
り
」
の
原
形
「
に
あ
り
」
に
も
同
語
を
反

復
し
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
伴
う
打
消
に
は
、
そ
の
す
べ

て
が
そ
う
で
あ
る
意
味
の
全
称
性
や
無
条
件
性
を
否
定
す
る
論
理
性
の
ほ
う
が
め

文
学
部
論
集

第
八
九
号
(
二

O
O五
年
三
月
)

だ
っ
。
「
父
父
た
ら
ず
」
な
ど
の
言
い
方
と
は
違
う
の
で
あ
る
。

ω家、
々
に
あ
ら
ず
。
次
ぐ
を
も
て
家
と
す
。
人
、

々
に
あ
ら
ず
。
知
る
を
も

て
人
と
す
。
(
風
姿
花
伝
・
七
)

断
定
の
助
動
調
「
た
り
」
に
は
、
助
動
詞
「
べ
し
」
を
下
接
さ
せ
た
「
た
る
べ

し
」
の
形
で
、
そ
の
資
格
や
立
場
に
ふ
さ
し
い
ふ
る
ま
い
を
要
請
す
る
意
味
の
表

現
も
早
く
か
ら
多
い
。
そ
れ
も
「
た
り
」
が
人
物
の
資
格
や
立
場
に
通
じ
る
実
態

に
焦
点
を
当
て
て
表
せ
る
傾
向
に
応
じ
た
現
象
で
あ
ろ
う
。

ωこ
れ
は
大
明
神
の
御
使
也
。
汝
こ
の
鋼
を
も
ツ
て
一
天
四
海
を
し
づ
め
、
朝

家
の
御
ま
ぽ
り
た
る
べ
し
。
(
覚
一
本
平
家
・
三
・
大
塔
建
立
)

-
寄
合
の
酒
は
、
む
ら
さ
ど
の
や
く
た
る
べ
し
。
奈
良
の
御
祭
の
見
参
酒
は
、

同
じ
く
を
さ
ど
の
〉
や
く
た
る
べ
し
。
(
申
楽
談
儀
)

・
け
ふ
よ
り
し
て
我
師
た
る
べ
し
。
(
仮
名
草
子
・
伊
曽
保
物
語
・
中
・
二
)

・
嶋
津
文
太
郎
事
、
嶋
津
兵
庫
頭
被
レ
属
二
与
力
一
上
は
、
軍
役
己
下
兵
庫
頭
次

第
た
る
べ
き
事
な
る
に
、
内
心
は
一
向
不
一
一
許
容
一
之
由
候
。
(
太
閤
記
・
十

四
と
こ
ろ
で
、
断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
使
用
が
、
漢
文
訓
読
体
の
文
章
に
偏

っ
て
い
た
平
安
時
代
、
和
文
体
の
文
章
で
は
、
資
格
や
立
場
を
表
す
場
合
に
も
、

次
の
よ
う
に
「
な
り
」
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
「
な
り
」
の
用
法
に
お
げ
る
資
格

や
立
場
の
表
示
性
は
軽
く
、
よ
り
文
脈
依
存
的
で
あ
ろ
う
。
後
の
「
母
じ
ゃ
人
」

な
ど
の
言
い
方
は
そ
の
後
身
に
あ
た
る
が
、
近
世
に
は
一
語
化
す
る
傾
向
が
あ
っ

て
、
そ
の
点
で
も
資
格
や
立
場
の
表
示
性
は
軽
い
と
思
わ
れ
る
。

山
間
あ
ね
な
る
ひ
と
、
「
:
:
:
飼
は
む
」
と
あ
る
に
、
(
更
級
日
記
)

・
是
申
し
母
じ
ゃ
人
。
(
浄
瑠
璃
・
堀
川
波
鼓
・
上
)

七
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室
町
期
以
降
、

口
語
で
は
「
た
り
」
の
現
れ
方
も
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
(
一
日
)
た
り
と
も
」
な
ど
の
熟
し
た
言
い
方
を
除
け
ば
、

そ
の
活
用
形
は
連

体
形
「
た
る
」
に
限
ら
れ
、
成
分
的
に
も
、
「
親
た
る
人
」
「
男
た
る
べ
き
も
の
」

の
よ
う
な
連
体
成
分
に
偏
り
、
助
動
調
と
し
て
は
形
骸
化
し
て
く
る
。

的
我
よ
り
下
の
者
に
崇
敬
せ
ら
れ
う
よ
り
も
、
上
た
る
人
〈

g
B
p
m
E
E
。〉

に
諌
め
ら
る
る
事
を
喜
う
で
交
り
を
な
せ
。
(
天
草
版
エ
ソ
ポ
・
四
三
八
頁
)

・
人
た
る
者
の
娘
は
、
ま
だ
し
き
時
よ
り
、
は
や
縁
付
の
沙
汰
も
す
る
に
、

(
浮
世
草
子
・
好
色
二
代
男
・
七
・
二
)

・
人
た
る
も
の
、
い
か
に
し
て
あ
の
姿
の
に
く
か
る
べ
き
や
。
(
ひ
と
り
ね
・

下
)

-
し
か
し
有
も
長
官
た
る
者
に
向
っ
て
抵
抗
を
試
み
る
な
ぞ
と
い
ふ
な
ア
、
馬

鹿
の
骨
頂
だ
。
(
二
葉
亭
四
迷
・
浮
雲
・
一
・
こ

』
司
叫
叶
叶
叶
I
l
l
1
1
1
I
l
l
1
1
1
I
l
l
1
1
I
l
l
i
-
-

ω男
子
た
る
べ
き
も
の
が
そ
ん
な
意
気
地
が
な
い
魂
で
は
い
か
ん
ぞ
。
(
三
遊

亭
円
朝
・
社
丹
燈
龍
・
七
)

-
「
生
徒
た
る
べ
き
も
の
が
、
何
で
他
の
邸
内
へ
侵
入
す
る
の
で
す
か
」
(
夏
目

激
石
・
我
輩
は
猫
で
あ
る
・
八
)

例
制
の
「
べ
し
」
を
伴
う
言
い
方
は
、
「
た
る
べ
き
も
の
が
」
の
形
で
用
い
ら

れ
、
そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
動
を
批
判
す
る
傾
向
が
あ
る
点
、
後
述
す

る
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
に
似
て
い
る
。

「
た
り
」
に
本
来
あ
っ
た
他
の
活
用
形
や
、
成
分
的
な
広
が
り
が
失
わ
れ
て
く

れ
ば
、
連
体
成
分
に
お
け
る
「
た
る
」
が
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
体
形
だ
と
い
う

見
方
も
共
時
的
な
も
の
で
は
な
く
語
源
解
釈
的
に
な
る
。
近
現
代
語
に
お
げ
る
こ

れ
ら
の
「
た
る
」
は
、
積
極
的
な
助
動
詞
性
を
す
で
に
失
い
、
共
時
的
に
は
む
し

Ji、

ろ
上
接
語
を
語
幹
と
す
る
連
体
詞
の
語
尾
に
近
く
な
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ニ
、
「
と
あ
り
」
と
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」

古
代
語
で
は
断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
用
形
と
見
ら
れ
る
「
と
」
と
補
助

動
詞
「
あ
り
」
の
連
語
「
と
あ
り
」
も
、
資
格
や
立
場
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
そ

の
資
格
や
立
場
を
表
す
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
「
と
」
と
「
あ

り
」
の
聞
に
係
助
調
の
介
入
す
る
例
も
あ
る
の
で
、
併
せ
て
示
す
。

聞
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壷
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に
し
み
な
む

葉
・
三
・
三
四
三
)

(万

-
わ
く
ら
ば
に
人
と
は
あ
る
を

人
並
み
に
あ
れ
も
な
れ
る
を
(
万
葉
・
五

八
九
二
)

一
天
下
ニ
王
ト
ア
ラ
ム
。
(
三
宝
絵
・
下
)

・
此
ノ
人
は
前
生
ニ
貧
シ
キ
家
ニ
生
レ
テ
、
下
賎
ノ
人
ト
有
リ
キ
。
(
今
昔
・

-
後
ノ
世
ニ
鉄
輪
王
ト
ナ
リ
テ
、

二
・
二
十
二
)

近
代
語
の
「
あ
り
」
の
基
本
形
は
「
あ
る
」
に
変
わ
る
の
で
、
「
と
あ
り
」
の

通
時
態
は
「
と
あ
り
〉
と
あ
る
」
の
形
で
示
す
が
、
近
現
代
語
に
は
「
と
あ
り
〉

と
あ
る
」
だ
け
で
資
格
や
立
場
を
表
す
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
次
に
あ
げ
る
例
は
、

資
格
や
立
場
を
表
す
よ
う
に
も
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
御
上
使
の
よ
し
で
」

と
い
う
ほ
ど
の
意
で
、
伝
聞
内
容
な
ど
の
表
示
に
慣
用
さ
れ
た
「
あ
り
〉
あ
る
」

の
代
理
的
用
法
の
例
と
も
見
う
る
。
前
者
の
見
方
に
、
ほ
か
に
も
類
例
が
あ
れ
ば

よ
い
が
、
そ
れ
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
当
面
、
こ
れ
も
伝
聞
内
容
を
表
示
し
た

言
い
方
の
例
と
見
る
の
が
無
難
で
あ
る
。

側
こ
れ
は
/
¥
、
御
上
使
と
あ
っ
て
石
堂
殿
御
苦
労
千
万
。
(
浄
瑠
璃
・
仮
名



手
本
忠
臣
蔵
・
四
)

断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
は
近
代
語
で
は
衰
退
し
た
。
そ
の
連
体
形
「
た
る
」

に
よ
る
「
親
た
る
人
」
な
ど
の
連
体
法
や
「
男
た
る
べ
き
も
の
」
の
よ
う
な
連
体

な
お
形
骸
化
し
な
が
ら
維
持
さ
れ
た
こ
と
先
述
の
通

成
分
と
し
て
の
言
い
方
は
、

り
で
あ
る
が
、
近
世
に
は
そ
れ
ら
に
当
た
る
よ
り
口
語
的
な
言
い
方
と
し
て
、

「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
と
い
う
言
い
方
が
現
れ
る
。
こ
の
言
い
方
は
人
物
の
社

会
的
立
場
な
ど
を
表
す
普
通
名
調
の
ほ
か
、
固
有
名
調
や
人
称
代
名
詞
も
そ
の
上

も
っ
ぱ
ら
そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
事
態
を
取
り
上
げ
る
場

接
語
に
な
り
、

合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
、
例

ωの
よ
う
に
否
定
語
や
反
語
と
共
起
し
、
そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
言
動
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
否
定
す
る
も
の
と
、
例
聞
の
よ
う
に
そ
の

人
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
現
実
に
つ
い
て
自
省
や
批
判
の
気
持
を
表
す
も
の
と
が

の
「
が
」
を
連
体
助
詞
「
の
」
に
換
え
、
連
体

あ
る
。
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」

成
分
に
変
形
さ
れ
た
例
も
あ
る
が
、
併
せ
て
示
す
。

ω
寸
ハ
テ
そ
な
た
に
縫
ふ
て
た
も
れ
と
い
ふ
事
で
は
な
ひ
。
人
の
女
房
と
も
あ

ら
ふ
も
の
が
な
ん
の
自
身
物
縫
や
ら
ふ
に
や
。
そ
り
ゃ
聞
様
が
わ
る
ひ
」

(
浮
世
草
子
・
世
間
娘
気
質
・
二
・

1
)

-
仮
り
に
も
大
本
営
と
も
あ
ら
う
も
の
が
踊
す
は
ず
は
な
い
で
せ
う
。
(
大
悌

次
郎
・
帰
郷
・
朝
)お

ろ
お
ろ
す
る
ば
か
り
が
産
婦
の
兄
貴
と
も
あ
ら
う
も
の

の
務
め
で
は
な
い
。
(
井
伏
鱒
二
・
本
日
休
診
)

-
社
長
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
駅
員
風
情
の
前
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
あ
や
ま
る

-
今
と
な
っ
て
は
、

な
ん
て
こ
と
は
で
き
な
い
。
(
筒
井
康
隆
・
改
札
口
)

文
学
部
論
集

第
八
九
号
(
二

O
O五
年
三
月
)

間
ち
よ
と
行
て
く
る
。
由
良
之
助
共
有
ふ
侍
が
、
大
事
の
刀
を
忘
れ
て
置
い
た
。

(
浄
瑠
璃
・
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
・
七
)

「
・
:
首
溢
り
の
力
学
の
演
者
、
理
学
士
水
島
寒
月
君
と
も
あ
ら
う
も
の
が
、

売
れ
残
り
の
旗
本
の
様
な
出
で
立
を
す
る
の
は
ち
と
体
面
に
関
す
る
訳
だ
か

ら
」
(
夏
目
激
石
・
吾
輩
は
猫
で
あ
る
・
三
)

-
番
頭
ど
ん
と
も
あ
ら
う
も
の
が
、

い
や
は
や
又
当
て
事
も
無
え
事
を
云
っ
た

も
の
だ
。
(
芥
川
龍
之
介
・
鼠
小
僧
次
郎
吉
)

「
小
山
内
先
生
と
も
あ
ら
う
者
が
」
と
批
難
す
る
人
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

(
谷
崎
潤
一
郎
・
青
春
物
語
)

-
わ
た
し
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
す
こ
し
出
お
く
れ
た
わ
い
。
(
井
上
ひ
さ
し

-
プ
ン
と
ブ
ン
・
四
)

例

ωの
第
一
例
は
他
の
例
の
「
も
の
」
に
当
た
る
所
が
「
侍
」
に
な
っ
て
い
る

が
、
筆
者
の
気
づ
い
た
と
こ
ろ
で
は
唯
一
の
例
で
あ
る
。
「
も
の
」
の
連
体
成
分

lま

い
ず
れ
も
「
と
あ
る
」

の
連
語
に
係
助
調
「
も
」
が
介
入
し
、

そ
れ
に
推
量

の
助
動
調
「
う
」
が
下
接
し
た
、
「
と
も
あ
ら
う
」
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

近
世
と
い
う
時
期
の
推
量
の
助
動
詞
に
は
、
ム
ー
ド
形
式
化
が
進
ん
で
い
て
、

推
量
の
助
動
調
の
使
用
は
ム

l
ド
を
担
い
や
す
い
文
末
の
述
語
の
位
置
に
す
で
に

偏
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
連
体
成
分
に
は
原
則
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
る
か
ら
、
こ
の
「
と
も
あ
ら
う
」

の
「
う
」
は
、
被
修
飾
語
の
形
式
名
詞
「
も

の
」
と
と
も
に
上
接
語
の
資
格
や
立
場
を
そ
れ
な
り
に
一
般
論
化
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
述
語
と
し
て
続
く
事
態
と
の
不
相
応
な
論
理
関
係
を
観

念
的
に
め
だ
た
せ
る
言
い
方
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
近
現
代
語
に
残
存
し
た
「
た

り
」
の
連
体
形
「
た
る
」
に
、
例
附
の
よ
う
に
「
(
男
子
)

た
る
べ
き
も
の
が
」

九



資
格
・
立
場
の
表
示
史
(
山
口
亮
一
一
)

式
に
助
動
調
「
べ
し
」
や
形
式
名
詞
「
も
の
」
が
用
い
ら
れ
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い

事
態
と
共
起
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
と

方
向
と
し
て
よ
く
似
て
い
る
。
と
も
に
不
相
応
な
関
係
が
強
調
さ
れ
て
い
る
意
味

で
、
そ
の
「
が
」
は
、
対
立
的
な
句
を
つ
な
ぐ
接
続
助
調
「
の
に
」
に
も
置
換
し

や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

=
一
、
「
と
し
て
」
と
そ
の
周
辺

「
と
し
て
」
に
つ
い
て
は
言
及
す
べ
き
こ
と
が
多
い
。
最
初
に
資
格
や
立
場
を

表
す
基
本
的
用
法
の
通
時
的
変
化
を
取
り
上
げ
、
次
に
そ
の
周
辺
の
用
法
に
触
れ

る
。
そ
の
あ
と
、
近
代
語
の
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
に
、
不
相
応
な
事

態
と
の
共
起
が
め
だ
っ
て
く
る
傾
向
に
言
及
し
、
そ
れ
を
繋
ぎ
と
し
て
、
「
と
し

た
こ
と
が
L

と
い
う
言
い
方
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

σ〉

基
本
的
用
法
と
そ
の
通
時
的
変
化

資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
、
次
に
そ
の
一
斑
を
示
す
よ
う
に
古
代
語

か
ら
あ
り
、
古
代
語
と
近
現
代
語
と
の
間
で
形
式
の
見
方
は
変
わ
る
が
、
そ
の
意

味
と
形
は
現
代
語
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

ゃ
っ
か
れ

l
i
l
-
-
I
l
l
1
1
1
1

側
我
は
臣
と
し
て
助
け
ま
つ
ら
く
の
み
。
(
仁
徳
紀
・
即
位
前
紀
・
訓
)

タ
へ
ナ
ル
法
ヲ
ヒ
ロ
メ
テ
、
(
三
宝

-
ワ
ヅ
カ
ニ
小
国
ノ
王
子
ト
シ
テ
来
テ
、

絵
・
中
)

-
こ
れ
、
身
と
し
て
思
ひ
寄
ら
ず
候
。
(
と
は
ず
が
た
り
・
二
)

-
幸
に
細
君
が
女
と
し
て
持
っ
て
生
れ
た
好
奇
心
の
為
め
に
、
此
厄
運
を
免
れ

た
の
は
、
(
夏
目
激
石
・
吾
輩
は
猫
で
あ
る
・
六
)

O 

仙
人
倫
の
身
と
し
て
、

い
か
で
か
御
情
け
を
忘
れ
た
て
ま
つ
る
べ
き
。
(
と
は

ず
が
た
り
・
四
)

-
人
と
し
て
是
に
ま
よ
は
ぬ
は
な
き
は
づ
を
、
(
浮
世
草
子
・
け
い
せ
い
色
三

味
線
・
江
戸
・
五
)

・
小
ま
ん
が
願
ひ
請
負
故
、
出
龍
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
宿
中
と
し
て
、
き
っ
と

取
立
て
納
め
ま
せ
い
と
、
則
ち
小
ま
ん
を
お
預
ケ
じ
ゃ
。
(
浄
瑠
璃
・
丹
波

与
作
待
夜
の
小
室
節
・
中
)

-
余
は
学
生
と
し
て
、
誠
実
に
研
究
す
べ
き
こ
と
を
研
究
せ
ん
と
す
る
も
の
な

れ
ば
、
(
北
村
透
谷
・
明
治
文
学
管
見
)

古
代
語
で
は
漢
文
訓
読
体
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
例

ωの
第
一
・
二
例
は
そ

れ
で
あ
る
。
近
代
語
で
も
漢
文
訓
読
体
、
ま
た
は
、
そ
れ
寄
り
の
固
い
文
体
に
は

そ
の
傾
向
が
続
く
か
ら
、
中
世
以
降
は
、
概
し
て
和
文
性
の
強
そ
う
な
資
料
を
中

心
に
そ
の
例
を
求
め
た
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
も
の
に
は
反
語
・
推
定
・
命
令
・

意
志
な
ど
の
、
志
向
性
に
す
ぐ
れ
る
表
現
が
め
だ
っ
の
で
、
そ
れ
を
例
帥
と
し
た
。

中
近
世
と
い
う
時
期
に
お
い
て
は
、
漢
文
訓
読
体
や
そ
れ
寄
り
の
固
い
文
体
を
除

い
て
、
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
の
用
途
は
、
例
凶
に
示
す
よ
う
な
志
向

性
に
す
ぐ
れ
る
表
現
に
偏
る
傾
向
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
は

そ
の
資
格
や
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
事
態
と
共
起
し
て
い
る
。
「
と
し
て
」
に
は
そ

の
資
格
や
立
場
に
対
し
て
不
相
応
な
事
態
を
後
続
句
と
す
る
例
も
あ
り
、
そ
の
現

れ
方
に
も
時
代
差
が
め
だ
っ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
。

資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
の
「
し
て
」
は
、
古
代
語
で
は
接
続
助
調
と

見
ら
れ
る
。
形
容
詞
・
形
容
動
詞
や
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
用
形
な
ど
に
下

接
す
る
接
続
助
詞
に
、
古
代
語
で
は
、
「
て
」
と
「
し
て
」
が
あ
り
、
「
し
て
」
は



「
知
ら
ず
し
て
悔
し
く
妹
を
別
れ
来
に
け
り
」
(
万
葉
・
十
五
・
三
五
九
四
)
、

「
若
ク
シ
テ
文
ノ
道
ニ
遊
テ
」
(
三
宝
絵
・
序
)
、
「
風
荷
の
老
葉
は
粛
条
と
し
て

緑
な
り
」
(
和
漢
朗
詠
集
・
上
)
、
「
家
豊
ニ
シ
テ
万
ヅ
楽
シ
ク
テ
」
(
今
昔
・
二
十

九
・
五
)
な
ど
と
用
い
ら
れ
た
。
平
安
時
代
に
は
漢
文
訓
読
体
の
文
章
に
偏
る
の

で
あ
る
。
こ
の
接
続
助
詞
「
し
て
」
は
、
サ
変
動
詞
の
連
用
形
「
し
」
が
補
助
動

詞
「
あ
り
」
に
も
代
用
で
き
る
、
自
動
調
寄
り
の
意
味
で
補
助
動
詞
化
し
、
接
続

助
調
と
し
て
よ
り
基
本
的
な
「
て
」
と
一
体
化
し
て
、
接
続
の
働
き
を
担
う
に
至

っ
た
、
接
続
助
詞
の
い
わ
ば
肥
大
形
で
あ
る
。
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」

の
「
と
」
を
断
定
の
助
動
調
「
た
り
」
の
連
用
形
と
見
る
見
方
は
、
そ
の
下
の

「
し
て
」
が
接
続
助
詞
と
見
ら
れ
る
見
方
と
支
え
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

古
代
語
の
サ
変
動
詞
に
は
、
「
こ
こ
に
し
て
〈
此
間
為
市
〉
家
や
も
い
づ
ち
」

(
万
葉
・
三
・
二
八
七
)
の
よ
う
に
、
「
あ
り
」
と
互
換
性
の
め
だ
つ
も
の
も
あ

っ
た
が
、
「
と
し
て
」
の
形
の
連
語
に
は
、
そ
の
上
接
語
を
客
語
と
し
て
、
格
助

調
「
と
」
と
共
起
す
る
、
次
の
よ
う
な
言
い
方
も
古
く
か
ら
あ
る
。

ω太
子
小
野
妹
子
ヲ
使
ト
シ
テ
、
サ
キ
ノ
身
ニ
モ
ロ
コ
シ
ノ
衡
山
ニ
ア
リ
テ
タ

モ
テ
リ
シ
経
ヲ
ト
リ
ニ
ツ
カ
ハ
ス
。
(
三
宝
絵
・
中
)

資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
の
「
し
」
は
、
す
で
に
「
あ
り
」
に
類
す
る

自
動
調
寄
り
の
意
味
か
ら
補
助
動
調
化
し
、
古
代
語
で
は
接
続
助
詞
の
一
部
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
例
の
よ
う
な
客
語
を
主
語
に
変
換
し
て
、
そ
の
結
果

に
重
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
言
い
方
と
理
解
で
き
よ
う
。

「
た
り
」
の
連
用
形
と
見
ら
れ
る
「
と
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
出
生
や
出
現
を

表
す
動
調
と
共
起
し
て
い
て
、
容
易
に
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
と
置
換

で
き
そ
う
な
例
も
ま
じ
る
。
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同
最
後
ノ
身
ニ
婆
羅
門
ノ
子
ト
生
レ
タ
リ
。
(
今
昔
・
二
・
二
十
)

・
衣
通
姫
の
神
と
あ
ら
は
れ
給
へ
る
玉
津
島
の
明
神
、
(
覚
一
本
平
家
・
十
・

横
笛
)

こ
の
よ
う
な
「
と
」
か
ら
見
れ
ば
、
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
、
接

続
助
調
「
し
て
」
を
添
え
て
後
続
句
と
の
関
係
が
よ
り
明
示
化
す
る
だ
け
、
多
様

な
動
詞
に
よ
る
後
続
句
と
相
関
し
や
す
く
な
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

助
動
詞
「
た
り
」
の
使
用
が
漢
文
訓
読
体
の
文
章
に
偏
っ
て
い
た
平
安
時
代
、

和
文
体
の
文
章
で
は
資
格
や
立
場
を
表
す
場
合
に
も
、
「
な
り
」
の
連
用
形

「
に
」
に
接
続
助
調
「
て
」
を
付
け
た
、
「
に
て
」
の
形
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

側
昔
、
男
、
伊
勢
の
斎
宮
に
内
の
御
っ
か
ひ
に
て
ま
ゐ
れ
り
け
れ
ば
、
(
伊
勢

-
七
十
二

・
女
に
て
、
な
ど
か
め
で
ざ
ら
ん
。
鏡
を
見
で
も
な
ど
か
お
ご
ら
ざ
ら
む
と
、

(
源
氏
・
タ
霧
)

し
か
し
、
「
た
り
」
と
「
な
り
」
の
違
い
に
照
ら
し
て
も
、
こ
の
「
に
て
」
に

よ
る
言
い
方
に
は
、
資
格
や
立
場
の
表
示
法
と
し
て
「
と
し
て
」
ほ
ど
の
明
示
性

は
な
く
、
文
脈
に
依
存
す
る
控
え
め
な
言
い
方
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

近
世
ま
で
の
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
、
中
世
以
降
の
和
漢
混
交
体

を
中
心
と
す
る
文
章
に
お
い
て
も
、
先
述
の
よ
う
に
そ
の
用
途
が
限
ら
れ
て
い
た

が
、
明
治
期
ご
ろ
か
ら
は
、
そ
の
用
途
の
偏
り
も
な
く
な
り
、
ま
さ
に
資
格
や
立

場
を
表
す
代
表
的
な
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
噴
か
ら
連
体
成
分
を
つ
く
る

場
合
に
も
、
「
と
し
て
」
に
連
体
助
詞
「
の
」
を
付
け
た
「
と
し
て
の
」
と
い
う

言
い
方
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
断
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
の
連
体

形
「
た
る
」
は
、
先
述
の
よ
う
に
比
較
的
後
ま
で
残
存
し
た
が
、
「
と
し
て
の
」



資
格
・
立
場
の
表
示
史
(
山
口
実
二
)

に
は
そ
の
「
た
る
」
に
取
っ
て
替
わ
る
一
面
が
あ
る
。

同
保
守
家
と
し
て
の
敬
宇
先
生
は
、
少
く
と
も
思
想
界
の
一
偉
人
な
り
。
(
北

村
透
谷
・
明
治
文
学
管
見
)

-
人
間
と
し
て
の
自
分
の
言
動
に
、

み
ぢ
ん
も
自
信
を
持
て
ず
、
(
太
宰
治
・

人
間
失
格
・
第
一
の
手
記
)

・
論
旨
は
明
快
で
、
論
文
と
し
て
の
構
成
も
堅
牢
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
司

馬
遼
太
郎
・
殉
死
・
要
塞
)

σ〉

資
格
・
立
場
の
周
辺
用
法

「
と
し
て
」
と
い
う
形
を
中
心
に
見
て
、
資
格
や
立
場
を
表
す
用
法
の
周
辺
に

は
、
微
妙
に
異
な
る
そ
の
他
の
用
法
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
通
時
的
変
化
の

乏
し
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
近
現
代
語
に
め
だ
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
次
に
そ
の

順
に
概
括
的
に
言
及
し
て
い
く
。

ま
ず
古
代
語
以
来
、
「
と
し
て
」
に
は
「
一
つ
」
「
一
人
」
な
ど
の
最
小
数
詞
や

普
通
名
調
を
そ
の
上
接
語
と
し
て
後
に
否
定
の
語
を
伴
い
、
全
称
否
定
表
現
を
つ

く
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
二
重
否
定
と
共
起
す
る
場
合
は
、
そ
の
意
味
が

強
調
的
な
全
称
肯
定
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
普
通
名
調
に
付
く
も
の
に
は
そ

れ
が
め
だ
っ
。

あ
た

一
つ
と
し
て
中
ら
ざ
る
こ
と
無
し
。
(
崇
峻
紀
・
即

側
万
、
即
ち
箭
を
発
つ
。

位
前
紀
・
訓
)

・
寺
ト
シ
テ
オ
コ
ナ
ハ
ヌ
ナ
ク
、
人
ト
シ
テ
キ
ヨ
マ
ハ
ラ
ヌ
ナ
ケ
レ
パ
、
(
三

宝
絵
・
下
・
一
)

-
事
ト
シ
テ
此
算
ノ
術
ニ
離
レ
タ
ル
事
元
シ
。
(
今
昔
・
二
十
四
・
二
十
二
)

ず

く

ら

は

・
食
物
に
き
ら
ひ
な
け
れ
ば
、
物
と
し
て
不
レ
喰
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
(
談
義

本
・
田
舎
荘
子
・
中
)

・
群
集
は
、
ひ
と
り
と
し
て
彼
の
到
着
に
気
が
つ
か
な
い
。
(
太
宰
治
・
走
れ

メ
ロ
ス
)

「
と
し
て
」
の
形
は
形
容
動
調
の
活
用
語
尾
に
も
連
続
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ

に
近
い
副
調
や
副
調
を
兼
ね
る
名
詞
、
数
調
な
ど
に
下
接
す
る
用
法
も
あ
る
。

仰
心
念
々
に
動
き
て
、
時
と
し
て
安
か
ら
ず
。
(
方
丈
記
)

-
是
を
某
一
人
と
し
て
た
ぶ
る
も
い
か
ず
で
ご
ざ
る
程
に
、
(
虎
明
本
狂
言
・

口
真
似
)

し
か
し
、
近
代
語
に
入
っ
て
め
だ
っ
周
辺
の
用
法
も
む
し
ろ
多
い
。
近
代
語
で

は
「
た
り
」
が
衰
退
す
る
の
で
、
「
と
し
て
」
の
「
と
」
も
格
助
詞
、
な
い
し
、

格
助
調
寄
り
に
見
る
し
か
な
く
な
り
、
そ
の
変
化
が
「
し
て
」
に
も
、
サ
変
動
詞

の
連
用
形
「
し
」
、
な
い
し
、
そ
の
変
化
し
た
補
助
動
調
に
接
続
助
詞
「
て
」
の

付
い
た
連
語
と
見
る
見
方
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
新
し
い
見
方
の
も
と

に
、
「
し
」
に
許
容
さ
れ
る
働
き
の
広
が
り
が
、
古
代
語
に
お
け
る
以
上
に
多
様

な
用
法
を
可
能
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

近
現
代
語
に
周
辺
の
用
法
と
し
て
め
だ
っ
て
く
る
の
は
、
名
目
、
傾
向
、
観
点

な
ど
を
表
す
「
と
し
て
」
の
例
で
あ
る
。
「
名
目
」
は
や
や
広
く
「
意
味
」
と
言

い
換
え
て
も
よ
い
。
例

ωが
名
目
、
例
仰
が
傾
向
、
例
闘
が
観
点
を
、
そ
れ
ぞ
れ

表
す
と
見
う
る
用
法
の
例
で
あ
る
。

帥
御
太
万
代
と
し
て
黄
金
弐
百
枚
、
(
信
長
公
記
・
十
一
)

-
せ
が
れ
伴
左
衛
門
葛
城
を
請
け
出
す
手
付
け
と
し
て
、
金
子
五
百
両
懐
中
せ

り
。
(
浄
瑠
璃
・
け
い
せ
い
反
魂
香
・
中
)



-
そ
れ
は
成
る
べ
く
自
分
が
社
会
に
尽
し
た
仕
事
の
報
酬
と
し
て
受
け
度
い
と

自
分
は
思
ふ
。
(
田
山
花
袋
・
田
舎
教
師
・
二
十
六
)

-
そ
の
罰
と
し
て
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
八
卦
炉
を
も
打
破
っ
て
飛
出
す
や
、
(
中

島
敦
・
悟
浄
歎
異
)

倒
坂
東
武
者
の
習
と
し
て
、

か
た
き
を
目
に
か
け
、
河
を
へ
だ
つ
る
い
く
さ
に
、

淵
瀬
き
ら
ふ
様
ゃ
あ
る
。
(
覚
一
本
平
家
・
四
・
橋
合
戦
)

-
寝
ら
れ
ぬ
よ
は
の
く
せ
と
し
て
、
夢
さ
へ
薄
く
な
り
に
け
り
。
(
御
伽
草
子

-
さ
い
き
)

-
曲
終
れ
ば
、
音
を
売
る
も
の
〉
常
と
し
て
必
ず
笑
み
、
(
国
木
田
独
歩
・
女

難
・
三
)

-
月
が
|
夜
更
け
に
な
っ
て
登
る
月
の
慣
は
し
と
し
て
、
赤
く
よ
ご
れ
た
い

び
つ
な
月
が
光
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
(
井
伏
鱒
二
・
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
)

側
胸
を
騒
が
す
折
か
ら
に
勘
十
郎
が
こ
ゑ
と
し
て
、
蚊
帳
の
内
を
み
な
ん
だ
、

捜
し
て
見
よ
と
い
ふ
声
す
。
(
浄
瑠
璃
・
五
十
年
忌
歌
念
仏
・
中
)

き

が

叫

寸

J
叶
|
割
叫
材
削
l
i
l
1
1
i

-
鳥
雅
の
方
の
下
女
病
気
に
て
宿
へ
下
り
し
と
あ
る
を
、
物
怪
の
倖
と
し
て
二

あ

と

十
日
ほ
ど
以
前
よ
り
此
別
荘
へ
つ
か
は
し
お
き
た
る
な
り
。
(
人
情
本
・
春

告
鳥
・
初
・
三
)

・
と
て
も
事
実
と
し
て
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
(
太
宰
治
・
斜
陽
・

五
)

-
女
中
と
い
う
位
置
の
せ
い
だ
ろ
う
。

ひ
と
ご
と
と
し
て
一
歩
さ
が
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
気
楽
に
見
て
い
ら
れ
る
の
だ
し
、
(
幸
田
文
・
流
れ
る
)

傾
向
を
表
す
例
は
後
続
句
の
具
体
的
な
事
態
の
解
説
に
な
っ
て
い
る
。
観
点
を

に
対
象
を
識
別
し
た
り
認
識
し
た
り

表
す
例
の
「
と
し
て
」
で
は
、
そ
の
「
し
」
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す
る
働
き
が
う
か
が
え
そ
う
で
あ
る
。
現
代
語
で
は
「
見
る
」
「
考
え
る
」
な
ど

の
認
識
動
詞
と
共
起
す
る
例
も
現
れ
、
そ
う
見
た
り
考
え
た
り
す
る
見
方
や
考
え

方
を
示
す
言
い
方
も
め
だ
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
資
格
・
立
場
・
観
点
な
ど
を
表
す
用
法
の
「
と
し
て
」
に
は
、
明
治
期

以
降
、
係
助
詞
「
は
」
の
付
く
言
い
方
も
め
だ
つ
よ
う
に
な
る
。
固
有
名
調
や
人

称
代
名
詞
に
付
け
て
個
人
的
な
立
場
を
示
す
例
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
は
」
で

提
示
す
る
言
い
方
に
は
、
そ
の
観
点
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
続
句
と
の
関

係
を
条
件
関
係
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
後
続
句
の
判
断
を
相
対
化
す
る
効
果
も
あ

る
だ
ろ
う
。
現
代
語
に
は
、
そ
の
特
定
し
た
見
方
を
係
助
調
「
も
」
で
合
説
す
る

「
と
し
て
も
」

の
形
も
拾
え
る
の
で
、
併
せ
て
示
す
。

帥
金
に
し
て
は
何
ほ
ど
に
も
な
ら
な
い
が
、
創
作
と
し
て
は
、

よ
し
ん
ば
望
ん

で
ゐ
た
脚
本
が
出
来
た
と
し
て
も
、
そ
の
脚
本
よ
り
か
ず
ツ
と
傑
作
だ
ら
う

と
い
ふ
確
信
が
出
た
。
(
岩
野
泡
鳴
・
耽
溺
・
二
六
)

-
僕
と
し
て
は
1

i
僕
の
行
動
と
し
て
は
関
係
が
は
っ
き
り
し
た
の
ち
に
と
る

べ
き
行
動
と
、
同
様
の
も
の
を
今
も
と
る
よ
り
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
(
志
賀

直
哉
・
暗
夜
行
路
・
二
・
八
)

・
乃
木
希
典
は
軍
事
技
術
者
と
し
て
ほ
と
ん
ど
無
能
に
ち
か
か
っ
た
と
は
い
え
、

詩
人
と
し
て
は
第
一
級
の
才
能
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
。
(
司
馬
遼
太
郎
・
殉

死
・
要
塞
)

-
自
分
の
作
り
だ
し
た
小
説
の
中
の
人
物
に
面
と
向
か
っ
て
口
答
え
さ
れ
た
の

は
、
フ
ン
先
生
と
し
て
は
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
(
井
上
ひ
さ
し
・
ブ

ン
と
フ
ン
・
一
)

仰
然
る
に
、
秀
吉
は
当
代
の
風
雲
児
で
す
。
戦
略
家
と
し
て
も
、
政
治
家
と
し



資
格
・
立
場
の
表
示
史
(
山
口
亮
二
)

て
も
、
外
交
家
と
し
て
も
、
信
長
公
な
き
後
は
天
下
の
唯
一
人
者
で
、
(
坂

口
安
五
口
・
二
流
の
人
・
一
・
一
)

-
写
実
と
し
て
も
、
空
想
と
し
て
も
、
こ
の
程
度
の
も
の
な
ら
、
あ
り
振
れ
た

型
の
如
き
も
の
で
、
(
正
宗
白
鳥
・
戦
災
者
の
悲
し
み
)

す
で
に
述
べ
た
名
目
や
傾
向
を
表
す
例
に
は
、
な
お
資
格
や
立
場
を
表
す
用
法

に
通
じ
る
社
会
性
の
認
め
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
観
点
を
表
す
例
に
は
、
む
し

ろ
話
し
手
の
主
観
が
め
だ
っ
。
資
格
や
立
場
の
周
辺
の
用
法
と
し
て
は
、
そ
れ
だ

け
極
限
的
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

σ〉

不
相
応
な
事
態
と
の
共
起
の
増
加

近
現
代
語
の
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
、
先
の
例
制
帥
の
よ
う
に
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
事
態
と
共
起
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
不
相
応
な
事
態
と
共
起

す
る
こ
と
も
多
く
な
る
。

そ
の
不
相
応
な
事
態
と
共
起
す
る
言
い
方
に
は
、
後
続
句
が
打
消
の
助
動
詞
を

伴
う
も
の
と
、
も
っ
ぱ
ら
意
味
的
に
不
相
応
で
あ
る
も
の
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、

打
消
の
助
動
調
を
伴
う
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
現
れ
方
は

散
発
的
で
あ
り
、
特
に
時
代
的
な
偏
り
も
め
だ
た
な
い
。

側
兄
ト
シ
テ
不
教
ズ
シ
テ
不
知
顔
ヲ
作
テ
任
セ
テ
見
給
ブ
ハ
、
極
メ
テ
悪
キ
事

也
。
(
今
昔
・
十
・
十
五
)

J
叶
l
u
l
i
-
-
1
1
1
l
i
l
i
-
-ー
か

た

き

む

な

し

く

-
武
士
の
子
と
し
て
、
し
れ
た
る
親
の
敵
を
う
た
ず
し
て
、
今
空
敷
な
り
給

は
y
、
(
浮
世
草
子
・
武
道
伝
来
記
・
四
・
一
)

こ
の
よ
う
な
例
の
場
合
、
「
と
し
て
」
自
体
は
ふ
さ
わ
し
い
事
態
と
共
起
し
て

い
て
、
打
消
の
助
動
詞
が
そ
の
全
体
を
否
定
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

四

そ
の
意
味
で
特
に
注
意
を
要
す
る
も
の
で
は
な
い
。

次
に
、
も
っ
ぱ
ら
意
味
的
に
不
相
応
な
事
態
と
共
起
す
る
例
は
中
世
ご
ろ
か
ら

散
見
す
る
が
、
近
世
に
は
多
く
な
っ
て
、
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
、

そ
れ
に
集
中
す
る
傾
向
さ
え
め
だ
つ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
一
斑
を

示
そ
う
。

間
下
と
し
て
上
を
し
の
ぐ
が
ゆ
へ
に
、
身
を
ほ
ろ
ぽ
し
畢
ん
ぬ
。
(
古
活
字
本

平
治
・
下
)

-
其
上
臣
ト
シ
テ
君
ヲ
流
シ
奉
ル
積
悪
、
宣
果
シ
テ
其
身
ヲ
滅
サ
f

ラ
ン
ヤ
。

(
太
平
記
・
六
)

-
臣
と
し
て
主
君
を
試
し
侍
り
し
事
古
今
多
く
侍
り
し
か
共
、
(
太
閤
記
・
三

-
女
の
身
と
し
て
、
我
が
子
の
腹
切
る
介
錯
し
給
ひ
け
る
事
、
(
仮
名
草
子
・

大
坂
物
語
・
下
)

-
家
老
の
身
と
し
て
傾
城
狂
ひ
を
し
て
、
国
の
仕
置
が
成
か
。
(
歌
舞
伎
・
け

い
せ
い
浅
間
巌
・
上
)

-
ま
し
て
や
、
色
里
の
情
け
を
商
売
に
、
な
さ
る
る
御
身
と
し
て
、
外
の
お
も

は
く
お
ぽ
し
め
す
は
、
前
方
な
る
穿
撃
。
(
浮
世
草
子
・
け
い
せ
い
色
三
味

線
・
江
戸
・
四
)

-
凡
そ
人
の
臣
と
し
て
、
父
其
君
を
試
し
、
人
の
婦
と
し
て
、
父
其
夫
を
殺
す

の
ご
と
き
は
、
人
倫
の
変
最
大
な
る
も
の
に
し
て
、
(
折
た
く
柴
の
記
・

下
)

例
凶
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
資
格
や
立
場
に
ふ
さ
わ
し
い
事
態
を
後
続
句

と
す
る
場
合
に
も
、
近
世
ま
で
の
例
に
は
、
志
向
性
に
す
ぐ
れ
る
表
現
に
用
例
の



偏
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
通
常
の
叙
述
文
に
お
け
る
例
が
、
近
世
を
中
心
に
不
相
応

な
事
態
と
の
共
起
に
偏
る
例
仰
の
傾
向
も
、
そ
の
時
期
の
「
と
し
て
」
に
ま
つ
わ

る
同
様
の
強
い
表
示
性
が
要
求
し
た
偏
り
と
解
せ
る
だ
ろ
う
。

不
相
応
な
事
態
と
共
起
す
る
表
現
は
、
そ
の
資
格
や
立
場
と
の
関
係
で
否
定
的

な
評
価
を
含
み
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
以
降
の
例
に
は
、
次
の
よ
う
に
否
定
的

な
評
価
を
表
す
語
自
体
と
共
起
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
延
長
線
上
に
位

置
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

側
高
が
百
両
あ
り
な
し
の
身
と
し
て
推
参
千
万
。
(
浮
世
草
子
・
け
い
せ
い
伝

授
紙
子
・
二
・
二

-
こ
れ
し
き
の
女
の
言
ふ
事
を
、
明
瞭
に
批
評
し
え
な
い
の
は
、
男
児
と
し
て

不
甲
斐
な
い
こ
と
だ
と
、
(
夏
目
激
石
・
三
四
郎
・
五
)

の
四

「
と
し
た
こ
と
が
」
の
出
現

近
世
を
中
心
に
不
相
応
な
事
態
と
の
共
起
に
集
中
す
る
傾
向
を
生
じ
る
「
と
し

て
」
に
似
て
、
近
世
後
期
に
は
「
と
し
た
こ
と
が
」
と
い
う
言
い
方
も
出
現
す
る
。

そ
の
上
接
語
は
普
通
名
詞
の
ほ
か
、
固
有
の
人
名
や
人
称
代
名
詞
を
含
め
て
人
称

そ
れ
を
連
体
成
分
と
す
る
語
に
限
ら
れ
て
お
り
、
自
他
の
不
用
意
な
言
動

語
か
、

や
そ
れ
に
対
す
る
否
定
的
評
価
を
表
す
な
ど
、
も
っ
ぱ
ら
不
相
応
な
事
態
と
共
起

し
て
、
心
外
感
や
違
和
感
を
表
す
傾
向
が
あ
る
。
固
有
の
人
名
や
人
称
代
名
詞
も

上
接
語
に
な
る
傾
向
は
、
例

ωω
の
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
や
例
凶
の
観
点
な

ど
を
示
す
「
と
し
て
は
」
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
接
の
人
称
語
が
話
し
手
を
さ
す
場
合
と
、
話
し
手
に
と
っ
て
他

者
の
場
合
と
を
区
別
し
て
、
そ
の
例
の
一
斑
を
示
す
。

次
に
、

文
学
部
論
集

第
八
九
号
(
三

O
O五
年
コ
一
月
)

側
コ
リ
ヤ
愛
で
い
ふ
事
じ
ゃ
な
い
。
夫
に
逢
ふ
て
か
ら
い
ふ
事
。
わ
し
と
し
た

事
が
、
は
し
た
な
い
。
(
歌
舞
伎
・
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
・
七
ツ
目
)

・
ほ
ん
に
わ
っ
ち
と
し
た
事
が
、
言
ふ
事
ば
か
り
言
っ
て
。
(
酒
落
本
・
傾
城

買
二
筋
道
)

-
わ
し
と
し
た
事
が
心
の
付
カ
ぬ
。
(
浄
瑠
璃
・
絵
本
太
功
記
・
同
十
日
の

段
-
ヲ
、
笑
止
、
私
し
が
風
俗
と
し
た
事
が
、
貴
タ
さ
ん
お
ゆ
る
し
遊
ば
せ
へ
と

(
酒
落
本
・
南
遊
記
・
三
)

-
ホ
ン
ニ
マ
ア
私
と
し
た
事
が
、
歳
が
ひ
も
な
く
泣
た
と
て

(
人
情
本
・
春
色

梅
児
誉
美
・
四
・
二
十
二

-
わ
た
く
し
と
し
た
こ
と
が
斯
様
に
ひ
と
す
ぢ
に
、
自
分
の
失
く
な
る
ま
で
に

考
へ
続
け
て
ゐ
る
の
は
一
た
い
誰
の
せ
ゐ
な
の
で
あ
ら
う
。
(
室
生
犀
星

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
遺
文
・
二
)

・
勇
の
前
で
も
平
気
で
服
を
着
換
え
る
。
母
親
に
お
こ
ら
れ
る
と
、
あ
ら
、
あ

た
し
と
し
た
こ
と
が
、
と
お
ど
け
た
顔
で
い
っ
て
恥
か
し
が
る
そ
ぶ
り
を
見

せ
る
が
、
(
高
橋
三
千
綱
・
九
月
の
空
)

側
是
は
、
娘
と
し
た
事
が
。
嫁
入
り
早
々
い
ん
で
た
ま
る
物
か
い
の
。
(
浄
瑠

塙
・
伊
賀
越
道
中
双
六
・
五
)

-
あ
の
ま
ア
き
り
山
さ
ん
と
し
た
事
が
。

い
ろ
/
¥
の
事
を
い
っ
て
、
気
を
引

な
ん
す
。
(
酒
落
本
・
契
情
買
虎
之
巻
)

-
お
り
ん
ど
の
と
し
た
事
が
。
ア
ノ
マ
ア
間
違
ひ
ば
っ
か
り
い
ふ
て

(
噺
本
・

小
倉
百
首
類
題
話
)

-
こ
の
子
と
し
た
事
が
、
賢
こ
い
よ
う
で
も
玩
是
な
う
。
(
歌
舞
伎
・
与
話
情

五



資
格
・
立
場
の
表
示
史
(
山
口
実
二
)

浮
名
横
櫛
・
四
幕
目
)

-
花
魁
と
し
た
こ
と
が
、
私
共
へ
其
の
御
遠
慮
に
は
及
び
ま
せ
ぬ
。
(
歌
舞
伎

-
三
人
吉
三
廓
初
買
・
四
)

こ
の
よ
う
な
「
と
し
た
こ
と
が
」
は
、

ど
こ
か
ら
出
た
言
い
方
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
上
接
語
の
表
す
人
物
は
、
話
し
手
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
そ
れ
を
含
め
て
話

し
手
の
よ
く
知
る
身
近
な
人
物
に
限
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
人
物
の
不
用

意
な
言
動
に
気
づ
い
た
、
心
外
感
や
違
和
感
を
主
と
す
る
詠
嘆
性
を
そ
な
え
て
い

る
だ
ろ
う
。
そ
の
不
用
意
な
言
動
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
そ
の
人
物
に
と
っ
て

予
期
に
反
す
る
不
相
応
さ
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
す
で
に
見
て
き
た
近
世
の
「
と

し
て
」
が
不
相
応
な
事
態
と
の
共
起
傾
向
を
強
め
て
い
た
の
と
、
そ
の
形
や
意
味

に
お
い
て
か
な
り
よ
く
似
る
点
が
あ
る
。
そ
の
相
似
性
に
お
い
て
、
「
と
し
た
こ

と
が
」

の
「
と
し
た
」
に
は
、
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
に
通
じ
る
側
面

が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
連
用
的
で
あ
り
、

こ
の
言
い
方
を
除
け
ば
、
連
体
的
な
「
と
し
た
」
へ
の
変
形
は
認
め
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
と
形
態
的
に
連
続
す
る
、
隣
接
領
域
で
あ
る
形
容
動
詞
や
副
詞
の

語
尾
に
は
、
古
く
か
ら
「
む
っ
と
し
て
」
と
「
む
っ
と
し
た
」
な
ど
の
よ
う
に
、

連
用
・
連
体
の
互
換
性
を
も
つ
も
の
が
多
い
。
新
し
い
言
い
方
を
形
成
す
る
必
要

そ
う
い
う
隣
接
領
域
へ
の
類
推
か
ら
、
そ
の
互
換
性
を
利
用
す

を
生
じ
た
場
合
、

る
こ
と
は
容
易
な
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
と
し
た
こ
と
が
」

の
「
と
し
た
」
は
、

そ
の
意
味
上
、

た
ん
に

「
と
し
て
」

の
連
体
成
分
化
だ
け
に
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
に
続
く
形
式
名
詞
「
こ
と
」
と
と
も
に
、

そ
の

「

J

-

ニ

キ

品

、

Y
L
+
J
」

pv

一
方
で
は
「
と
し

た
こ
と
が
」

の
上
接
語
に
当
た
る
人
物
を
そ
の
主
語
と
見
込
む
言
動
を
表
し
て
も

ムノ、

い
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
が
、
直
接
「
と
し

た
」
に
な
る
こ
と
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
意
を
含
み
得
た
の
も
、
「
と

し
た
」
の
「
し
た
」
が
「
し
た
こ
と
」
の
形
で
、

そ
の
人
物
の
眼
前
の
不
用
意
な

百
動
を
表
す
、
そ
の
働
き
と
の
両
義
性
を
担
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

敷
倍
す
れ
ば
、
「
と
し
た
こ
と
が
」
は
、

そ
の
上
接
語
に
当
た
る
人
物
の
不
用

意
な
言
動
に
対
し
て
、

ふ
だ
ん
は
そ
う
で
も
な
い
人
物
が
、
予
期
に
反
し
て
こ
ん

な
言
動
を
す
る
と
は
、

い
や
は
や
、

と
い
う
ほ
ど
の
、
心
外
感
や
違
和
感
を
表
す

詠
嘆
的
な
中
止
表
現
と
言
え
る
。
そ
の
う
ち
、
「
こ
の
よ
う
な
言
動
を
す
る
」
と

言
い
換
え
た
、
述
語
に
示
さ
れ
る
は
ず
の
言
動
は
一
般
に
は
表
示
さ
れ
ず
、
そ
う

す
る
余
裕
の
な
い
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
詠
嘆
表
現
と
見
て
よ
い
か
ら
、
説
明
上
、

そ
の
言
動
の
様
子
が
あ
と
に
続
く
こ
と
は
あ
る
に
せ
よ
、
詠
嘆
性
の
強
い
言
い
方

と
し
て
、
「
と
し
た
こ
と
が
」
で
一
旦
中
止
す
る
傾
向
が
強
い
も
の
で
あ
る
。
「
ま

あ
」
「
あ
ら
」
な
ど
の
感
動
調
が
先
行
す
る
こ
と
が
あ
る
の
も
、

そ
の
詠
嘆
性
の

故
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
の
要
点
を
ま
と
め
る
。
古
代
語
で
「
な
り
」
と
併
存
し
た
断
定
の

助
動
調
「
た
り
」
に
は
、
人
物
の
資
格
や
立
場
を
表
す
傾
向
が
め
だ
っ
。
古
代
語

で
は
そ
の
連
用
形
と
見
ら
れ
た
「
と
」
に
よ
る
「
と
し
て
」
の
形
を
除
い
て
、

の
衰
退
す
る
近
現
代
語
で
は
連
体
形
「
た
る
」
だ
け
が
「
武
士
た
る
も

の
」
な
ど
の
連
体
成
分
と
し
て
残
存
し
、
共
時
的
に
は
連
体
調
の
語
尾
に
近
く
な

「
た
り
」

る
。
「
た
り
」

の
原
形
に
当
た
る
「
と
あ
り
〉
と
あ
る
」
に
は
、
近
世
に
な
っ
て

そ
れ
を
連
体
成
分
に
用
い
た
「
と
も
あ
ら
う
も
の
が
」
と
い
う
言
い
方
が
現
れ
、



そ
の
人
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
言
動
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
否
定
し
た
り
、
そ
の

ふ
さ
わ
し
く
な
い
現
実
へ
の
自
省
や
批
判
の
気
持
を
表
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら

れ
よ
う
に
な
っ
た
。

資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
は
古
代
語
で
は
「
た
り
」
の
一
類
で
あ
り
、

平
安
時
代
に
は
漢
文
訓
読
体
に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
た
が
、
中
世
以
降
、
衰
退
す
る

「
た
り
」
の
一
類
と
い
う
見
方
を
離
れ
て
、
資
格
や
立
場
を
強
調
す
る
場
合
を
中

心
に
、
次
第
に
そ
の
用
途
を
広
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
近
世
ご
ろ
か
ら
は
、
資
格
や

立
場
の
周
辺
の
用
法
と
し
て
、
名
目
、
傾
向
、
観
点
な
ど
を
表
す
こ
と
も
多
く
な

る
。
ま
た
、
資
格
や
立
場
を
表
す
「
と
し
て
」
に
は
、
不
相
応
な
事
態
と
共
起
す

る
用
法
が
多
く
な
っ
た
。
近
世
後
期
に
は
「
と
し
た
こ
と
が
」
と
い
う
言
い
方
も

現
れ
、

ふ
だ
ん
は
そ
う
で
も
な
い
人
物
の
予
期
に
反
す
る
不
用
意
な
言
動
に
対
し

て
、
詠
嘆
的
に
心
外
感
や
違
和
感
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
言
い
方
に
は
近
世
ご
ろ
の
「
と
し
て
」
が
不
相
応
な
事
態
に
多
用
さ
れ
る
環
境

の
中
で
、

そ
れ
か
ら
分
化
し
た
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔注〕
(
1
)
断
定
の
助
動
調
「
た
り
」
に
つ
い
て
は
、
春
日
和
男
「
指
定
辞
「
た
り
」
雑
考
l

ー
特
に
そ
の
発
生
と
用
法
と
1

1

」
(
「
文
学
研
究
」
〈
九
州
大
学
〉
五
七
、
昭
和

三
三
年
三
月
)
に
、
タ
リ
活
用
形
容
動
調
の
活
用
語
尾
も
含
め
、
そ
の
用
例
・
用

法
の
出
現
傾
向
に
つ
い
て
、
種
々
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
名
詞
や
代
名
詞
を
上
接
語
と
す
る
も
の
に
対
象
を
限
定
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、

や
や
抽
象
的
に
過
ぎ
る
感
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄

『
日
本
文
法
論
』
に
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
の
語
尾
も
含
め
た
広
が
り
に
お
け
る
、

次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

「
な
り
」
と
「
た
り
」
と
の
意
義
上
の
差
を
い
へ
ば
「
な
り
」
は
内
面
的
に
し

文
学
部
論
集

第
八
九
号
(
二

O
O五
年
三
月
)

て
主
と
し
て
断
定
を
あ
ら
は
し
、
「
た
り
」
は
外
貌
的
に
し
て
主
と
し
て
状
態

を
あ
ら
は
せ
り
。
(
三
五
六
頁
)

(3)
連
体
詞
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
森
重
敏
『
日
本
文
法
通
論
』
(
一
九
五
九
〈
昭
和

三
四
〉
年
、
風
間
書
房
)
に
、
そ
の
語
幹
・
語
尾
の
あ
り
ょ
う
を
含
め
て
、
通
説

よ
り
も
は
る
か
に
広
義
に
そ
れ
を
利
用
し
た
論
が
あ
る
。

(4)
山
口
実
二
「
対
比
的
な
複
文
の
前
句
に
お
け
る
「
あ
り
」
の
騰
化
用
法
」
、
『
構
文

史
論
考
』
(
二

O
O
O
〈
平
成
十
二
〉
年
、
和
泉
書
院
)
第
九
章
二
。

(
5
)
山
口
亮
二
「
推
量
体
系
の
史
的
変
容
」
(
「
国
語
学
」
一
六
五
)
、
『
助
動
調
史
を
探

る
』
(
二

O
O三
〈
平
成
十
五
〉
年
、
和
泉
書
院
)
第
二
章
。

(
6
)
『
現
代
語
の
助
調
・
助
動
詞
用
法
と
実
例
』
(
一
九
五
一
〈
昭
和
二
六
〉
年
、

秀
英
出
版
)
に
は
、
「
〔
ー
と
し
て
〕
(
立
場
・
資
格
・
名
目
な
ど
の
指
定
。
)
」
と

し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
最
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
ー
」
な
ど
の
例
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
7
)
森
重
敏
『
日
本
文
法
通
論
』
(
一
九
五
九
〈
昭
和
三
四
〉
年
、
風
間
書
房
)
第
三

章
第
三
節
(
二
七
八
頁
)
に
、
「
ー
を

1
と
す
る
」
式
の
言
い
方
と
の
関
係
を
含

め
て
、
そ
の
周
辺
に
及
ぶ
氏
の
文
法
論
的
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
山
口
実
二
「
中
古
語
「
て
」
連
用
句
と
そ
の
周
辺
」
(
『
国
語
論
究
7

中
古
語
の

研
究
』
一
九
九
八
〈
平
成
一

O
〉
年
、
明
治
書
院
)
、
『
構
文
史
論
考
』
(
二

O
O

O
〈
平
成
二
一
〉
年
、
和
泉
書
院
)
第
三
章
五
。

(
や
ま
ぐ
ち
ぎ
ょ
う
じ
人
文
学
科
)

二
O
O四
年
十
月
十
五
日
受
理

七




