
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
言
雑
考
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

大
　
野

並目

こ
と
、
こ
と
ぽ
、
こ
と
の
は

　
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
き
」
と
い
う
。
ロ
ゴ
ス
を
「
コ
ト
バ
」
と
訳
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
は
じ
め
に
ヌ
ト
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
り
き
」
と
聞
い
て
も
日
本
人
に
は
何
の
こ
と
か
分
り
は
し
な
い
。
そ
れ
は
何
故
か
。
ロ
ゴ
ス
と
い
う
単
語
は
、
も
と
、
集
め
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
意
味
で
、
そ
こ
か
ら
数
え
る
、
選
ぶ
と
い
う
意
味
に
発
展
し
、
さ
ら
に
筋
道
を
立
て
る
意
と
な
り
、
話
を
す
る
意
を
表
わ
し
、
論
理

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
か
理
性
と
か
或
い
は
言
葉
の
意
味
を
表
現
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
語
源
的
に
は
8
α
q
o
°
・
は
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
語

の
語
根
冨
α
q
に
遡
る
も
の
で
、
ぎ
o
ε
お
》
δ
σ
q
o
昌
P
o
巳
㊦
o
計
昌
o
σ
q
δ
9
“
ψ
巴
o
o
f
な
ど
と
も
関
係
し
、
ま
た
、
δ
邑
8
P
o
障
巴
o
α
q
蝿
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

艶
巴
①
9
と
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
っ
て
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
き
」
と
い
う
文
を
見
る
と
、
そ
れ
を
、
　
「
は
じ
め
に
コ
ト
バ
あ
り
き
」
と
直

訳
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
乱
暴
な
、
し
か
も
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
る
か
が
分
っ
て
く
る
。
日
本
語
の
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
は
、
い
う
と

こ
ろ
の
δ
σ
q
o
。
・
の
よ
う
な
生
い
立
ち
を
持
っ
て
い
な
い
。
日
本
語
に
は
一
〇
σ
q
o
ω
に
ぴ
っ
た
り
と
対
応
す
る
単
語
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
れ
は
「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
あ
り
き
」
と
す
る
以
外
に
法
は
無
い
も
の
で
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
コ
ト
バ
と
置
く
と
こ
ろ
に
翻
訳
の
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根
本
的
な
難
問
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
、
日
本
語
の
コ
ト
バ
と
は
本
来
ど
ん
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
単
語
か
を
反
省

し
て
み
る
。
　
「
大
言
海
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ミ
ヂ
バ

　
〔
言
端
ノ
義
、
ロ
ニ
ア
ラ
ハ
ル
ル
意
ナ
ル
ベ
シ
、
こ
と
の
は
ト
モ
、
く
ち
の
は
ト
モ
云
フ
、
万
葉
集
、
十
柱
＋
「
黄
葉
二
、
置
ク
白

露
ノ
、
色
葉
ニ
モ
、
出
デ
ジ
ト
思
ヘ
バ
、
　
（
思
フ
ニ
）
言
ノ
繁
ケ
ク
」
ト
ア
ル
モ
、
黄
葉
ニ
カ
ケ
テ
、
色
葉
ト
云
ヘ
ド
、
顔
色
ニ
ア
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
カ
ユ

ハ
サ
ジ
ノ
意
ナ
レ
バ
、
色
端
ナ
ラ
ム
、
言
ハ
、
繁
ク
栄
行
ク
ヲ
以
テ
、
葉
ト
云
フ
ト
ハ
、
葉
ノ
字
二
拘
泥
シ
タ
ル
説
ナ
ラ
ム
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
オ
モ
ヒ

　
（
一
）
｛
言
。
人
ノ
思
想
ノ
、
口
三
言
出
サ
ル
ル
モ
ノ
。
人
ノ
声
ノ
、
意
味
ア
ル
モ
ノ
。
コ
ト
ノ
ハ
。
ク
チ
ノ
ハ
。
モ
ノ
イ
ヒ
。
ク

　
　
　
　
　
　
ゴ
ン
ゴ
　
　
　
ゲ
ソ
ギ
ヨ

チ
。
　
ハ
ナ
シ
。
言
証
叩
。
言
証
叩
。
言
。
辞
　
言
語
。
　
（
例
略
）

　
○
こ
と
ぽ
を
飾
る
ト
云
フ
ハ
、
偽
ヲ
、
真
二
云
フ
ナ
リ
。
詐
言
。
　
（
例
略
）

　
○
又
、
詞
ヲ
美
麗
ニ
ス
ル
ニ
モ
云
フ
。
修
飾
。
悦
目
抄
「
オ
ホ
カ
タ
、
歌
ノ
、
好
キ
ト
云
フ
ハ
、
心
ヲ
先
ト
シ
テ
、
珍
シ
キ
節
ヲ
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
チ
ゴ
タ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク

メ
、
詞
を
か
ざ
り
詠
ム
ベ
キ
ナ
リ
」
こ
と
ぽ
を
か
へ
す
ト
云
フ
ハ
、
口
答
ヲ
ス
ル
ナ
リ
。
こ
と
ば
を
尽
す
ハ
、
委
シ
ク
言
フ
ナ
リ
。
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ゴ

レ
ニ
反
ス
ル
ヲ
、
こ
と
ば
に
余
る
ト
云
フ
、
言
ヒ
尽
サ
レ
ヌ
意
ナ
リ
。
こ
と
ば
を
濁
す
ト
云
フ
ハ
、
言
ヒ
紛
ラ
カ
ス
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
パ
ガ
キ
　
　
　
　
コ
ト
ガ
キ

　
（
二
）
歌
集
ナ
ド
ニ
、
集
中
ノ
和
歌
二
対
シ
テ
、
常
ノ
物
事
ノ
ヤ
ウ
ニ
書
キ
タ
ル
題
ヲ
、
詞
書
、
又
、
言
書
ト
云
フ
、
題
詞
、
小
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
タ
ヒ
モ
ノ
　
　
　
　
　
　
　

フ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ナ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ

ナ
ド
云
フ
、
是
レ
ナ
リ
。
又
、
謡
曲
ナ
ド
ノ
謡
物
ノ
文
中
二
、
節
ヲ
ツ
ケ
ズ
、
話
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
語
ル
ト
コ
ロ
ヲ
、
こ
と
ぽ
ト
云
フ
、
地

　
コ
ト
バ

の
詞
ナ
ド
云
フ
、
是
レ
ナ
リ
。

　
（
三
）
大
和
歌
。
和
歌
ノ
異
称
。
是
レ
ハ
、
唐
ノ
歌
二
対
シ
テ
、
和
歌
ヲ
、
や
ま
と
こ
と
の
は
ト
モ
、
や
ま
と
こ
と
ぽ
ト
モ
云
フ
ヲ
、

上
略
シ
テ
、
こ
と
の
は
ト
モ
、
こ
と
ば
ト
モ
云
フ
ナ
リ
、
　
「
こ
と
ぽ
の
園
」
こ
と
ば
の
林
」
こ
と
ぽ
の
花
」
こ
と
ぽ
の
露
」
こ
と
ぽ
の

泉
」
こ
と
ぽ
の
海
」
ナ
ド
云
フ
ハ
、
和
歌
ノ
姿
、
ア
リ
サ
マ
ヲ
、
種
類
ノ
物
二
見
立
テ
テ
云
フ
ナ
リ
。

　
ま
た
、
最
大
の
語
数
を
収
め
る
「
大
辞
典
」
（
平
凡
社
）
に
よ
る
と
、
次
の
訳
語
を
あ
げ
て
い
る
。
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θ
人
間
の
発
す
る
音
声
の
意
味
あ
る
も
の
。
言
語
。
こ
と
の
は
。

◎
文
字
を
以
て
言
語
を
う
つ
し
た
る
も
の
。

　
㊤
い
ひ
方
、
い
ひ
ぶ
り
。
口
ぶ
り
、
口
ま
へ
。
も
の
い
ひ
。
語
気
。
こ
と
ぽ
つ
か
ひ
。

㊥
語
物
ま
た
は
謡
ひ
物
の
中
に
て
節
付
な
く
、
話
を
す
る
や
う
に
語
る
所
。

　
㊥
物
語
ま
た
は
小
説
の
中
に
て
、
地
に
対
し
て
人
の
い
ふ
言
葉
の
ま
ま
に
訳
せ
る
部
分
。

　
㊨
い
ひ
ぐ
さ
。
た
と
へ
言
。

㊨
和
歌
の
異
称
。
や
ま
と
こ
と
ぽ
を
上
略
し
た
る
も
の
。

　
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
は
、
コ
ト
ノ
ハ
と
同
義
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
の
区
別
の
有
無
が
検
討
さ
れ
た
よ
う

に
も
見
え
な
い
。

　
一
つ
の
単
語
の
意
味
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
単
語
の
周
囲
に
、
類
義
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
単
語
群
に
注
意
を
払
わ
な

け
れ
ぽ
、
そ
の
単
語
の
意
味
も
結
局
知
り
得
な
い
。
単
語
の
存
在
の
仕
方
は
、
こ
れ
を
比
喩
的
に
言
え
ば
、
女
性
が
時
々
頭
に
被
っ
て

い
る
網
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
あ
の
網
の
結
び
目
の
一
つ
一
つ
が
単
語
で
あ
り
、
網
全
体
が
そ
の
人
の
持
つ
語
彙
で
あ
る
。
語
彙
は

人
に
よ
っ
て
大
小
が
あ
り
、
そ
の
網
の
目
に
は
精
疎
が
あ
る
。
網
の
目
の
つ
ん
で
い
る
人
は
語
彙
の
多
い
人
で
あ
り
、
網
の
目
の
粗
い

人
は
、
語
彙
の
少
な
い
人
で
あ
る
。
網
の
目
は
一
つ
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
無
く
、
常
に
他
の
網
の
目
と
の
関
連
に
お
い
て
存
立
の

意
義
を
持
つ
。
そ
の
網
の
目
一
つ
の
価
値
（
意
味
）
を
限
定
す
る
に
は
、
そ
の
網
の
目
一
つ
を
取
り
あ
げ
て
も
無
意
味
で
あ
っ
て
、
そ

の
近
隣
の
網
の
目
と
の
か
か
わ
り
具
合
を
よ
く
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
し
な
い
限
り
、
そ
の
一
つ
の
網
の
目
を
真
に
限
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
従
っ
て
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
も
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
近
隣
の
単
語
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
相
違
と
重
複
の
部
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分
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
が
コ
ト
と
い
う
単
語
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
コ
ト
と
い
う
単
語
も
吟
味
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
日
本
語
で
は
多
く
の
場
合
、
三
音
節
以
上
の
単
語
は
、
　
一
音
節
と
二
音
節
（
又
は
二
音
節
と
一
音
節
）
あ
る
い
は
二
音
節
と
二

音
節
と
に
分
解
で
き
る
。
二
音
節
と
二
音
節
と
が
複
合
し
て
三
音
節
語
に
な
る
と
き
は
、
何
処
か
で
音
の
脱
落
、
ま
た
は
融
合
が
起
っ

て
い
る
。
そ
れ
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
多
く
の
三
音
節
語
は
、
そ
れ
を
二
つ
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
コ
ト
パ
を
分
解
す
る
と
コ
ト
と
ハ
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
後
に
吟
味
す
る
と
し
て
、
コ
ト
と
は
本
来
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
を
和

文
豚
系
の
資
料
に
よ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
コ
ト
と
い
う
語
が
朝
鮮
語
犀
O
首
（
事
）
と
関
係
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
今
は
朝
鮮
語
分

ぽ
o
、
R
の
古
い
用
法
に
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
日
本
語
の
内
部
だ
け
で
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
日
本
語
の
コ
ト
は
、

①
今
日
い
う
「
コ
ト
パ
」
と
い
う
意
味
と
、
②
今
日
い
う
「
事
」
と
い
う
意
味
と
を
奈
良
時
代
で
は
兼
ね
て
い
る
。

　
例
え
ば

　
　
　
　
た
ま
つ
さ
　
　
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
　
…
…
王
梓
の
事
だ
に
告
げ
ず
往
に
し
君
か
も
（
万
葉
四
四
五
）

　
こ
の
場
合
の
コ
ト
は
、
今
日
い
う
コ
ト
バ
の
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
場
合
は
、
今
日
い
う
「
事
」
の
意
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
　
…
…
川
の
水
凝
り
寒
き
夜
を
い
こ
ふ
言
な
く
通
ひ
つ
つ
作
れ
る
家
に
千
代
ま
で
に
来
ま
せ
大
君
よ
…
…
（
万
葉
七
九
）

　
つ
ま
り
、
コ
ト
と
い
う
単
語
は
、
コ
ト
バ
の
意
も
、
事
の
意
も
、
と
も
に
表
現
す
る
単
語
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
コ
ト
パ
の
意
を
表
現
す
る
の
に
「
事
」
の
字
を
用
い
、
　
「
事
」
の
意
を
表
記
す
る
の
に
「
言
」
の
字
を
用
い
、
両
者
を
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

重
に
区
別
し
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
コ
ト
と
い
う
語
は
奈
良
時
代
に
コ
ト
バ
と
事
と
の
双
方
を
表
現
し
た
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
一
層
古
い
日
本
人
の
物
の
考
え
方
に
お
け
る
事
柄
と
コ
ト
バ
と
の
関
係
の
把
握
の
仕
方
が
、
そ
こ
に
反
映
し
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て
い
る
の
を
見
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

　
古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
出
来
事
と
、
そ
れ
を
口
に
出
し
て
い
う
コ
ト
と
の
間
に
、
厳
重
な
区
別
が
認
め
ら
れ
な
い
時
代
が
あ
っ

た
。
そ
れ
で
、
コ
ト
（
言
）
は
そ
の
ま
ま
コ
ト
（
事
）
で
あ
り
、
コ
ト
（
事
）
は
そ
の
ま
ま
コ
ト
（
言
）
と
し
て
表
現
さ
れ
た
。
こ
れ
は

極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
未
開
人
の
思
惟
の
仕
方
で
あ
り
、
世
界
に
多
く
の
類
例
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
面
か
ら
見
れ
ば
日
本
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
素
朴
な
正
直
さ
の
反
映
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
コ
ト
バ
と
出
来
事
と
が
全
く
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
伝

統
は
長
く
続
い
て
い
る
。
日
本
人
に
は
全
体
と
し
て
は
、
コ
ト
バ
が
自
然
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
安
心
し
て
い
る
面
が
あ
る
が
、
そ
れ

は
安
定
し
た
農
村
生
活
を
二
千
年
も
つ
づ
け
て
来
ら
れ
た
民
族
の
、
当
然
の
考
え
方
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
口
の
移
動
が
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
、
土
地
に
定
着
し
て
、
住
民
が
四
季
の
移
り
変
り
に
応
じ
た
生
活
を
共
同
し
て
営
ん
で
い
る
社
会
で
は
、
こ
と
の
認
識
の
立
場
が
共

通
に
な
り
、
そ
の
共
通
の
生
き
方
が
コ
ト
バ
の
流
通
の
基
盤
と
し
て
安
定
す
る
。
従
っ
て
平
安
時
代
頃
の
歌
で
も
、
そ
こ
に
出
て
来
る

コ
ト
の
意
味
を
、
コ
ト
バ
の
意
か
、
出
来
事
の
意
か
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
仲
々
困
難
な
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
コ
ト

が
コ
ト
バ
で
も
あ
り
、
か
つ
、
出
来
事
で
も
あ
り
、
そ
の
厳
密
な
区
別
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
重
大
に
必
要
で
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
と
も
か
く
コ
ト
と
い
う
語
の
意
味
に
つ
い
て
、
古
典
の
実
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
コ
ト
は
ま
ず
第
一
に
コ
ト
。
ハ
の

意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
と

　
1
　
口
か
ら
出
す
言
葉
。
…
…
朝
霧
の
乱
る
る
心
許
登
に
出
で
て
言
は
ぽ
ゆ
ゆ
し
み
…
…
（
万
葉
四
〇
〇
八
）

　
こ
の
よ
う
に
「
口
か
ら
出
す
言
葉
」
は
当
然
、
人
と
人
と
の
間
に
交
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
挨
拶
で
あ
り
、
口
約
束
で

あ
り
、
時
に
は
人
の
噂
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
と

　
2
　
挨
拶
。
交
わ
す
言
葉
。
　
埼
玉
の
津
に
居
る
舟
の
風
を
疾
み
綱
は
絶
ゆ
と
も
許
登
な
絶
え
そ
ね
（
万
葉
三
三
八
〇
）
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こ
と

　
3
　
口
の
約
束
。
　
あ
り
あ
り
て
後
も
逢
は
む
と
言
の
み
を
堅
め
言
ひ
つ
つ
逢
ふ
と
は
な
し
に
（
万
葉
三
＝
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
4
　
噂
。
　
君
に
よ
り
言
の
繁
き
を
古
郷
の
明
日
香
の
河
に
み
そ
ぎ
し
に
行
く
（
万
葉
六
二
六
）

口
約
束
と
か
、
噂
と
か
は
、
ま
こ
と
に
頼
り
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
、
コ
ト
は
口
先
だ
け
の
表
現
、
嘘
言
と
い
う
意
味
も
兼

ね
て
表
現
し
た
。
次
の
例
は
、
言
葉
だ
け
、
う
そ
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
　
　
な
ぐ
さ

　
5
　
う
そ
。
　
我
の
み
そ
君
に
は
恋
ふ
る
わ
が
背
子
が
恋
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
言
の
慰
そ
（
万
葉
六
五
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
手
に
取
る
が
か
ら
に
（
ス
グ
ニ
）
忘
る
と
海
人
の
言
ひ
し
恋
忘
れ
貝
言
に
し
あ
り
け
り
（
万
葉
＝
九
七
）

　
し
か
し
、
コ
ト
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
軽
い
意
味
だ
け
で
は
な
い
。
時
に
は
、
伝
承
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
格
言
で
あ

る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
更
に
は
今
日
い
う
所
の
言
語
体
系
を
意
味
す
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら

　
6
　
伝
承
。
　
昔
よ
り
言
ひ
け
る
許
等
の
韓
国
の
辛
く
も
こ
こ
に
別
れ
す
る
か
も
（
万
葉
三
六
九
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ま
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
ひ

　
7
　
格
言
。
　
ま
す
ま
す
も
重
き
馬
荷
に
表
荷
打
つ
と
い
ふ
許
等
の
如
、
老
い
に
て
あ
る
わ
が
身
の
上
に
病
を
と
加
へ
て
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
八
九
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
9
　
言
語
体
系
。
　
も
ろ
こ
し
と
此
の
国
と
は
こ
と
異
な
る
も
の
な
れ
ど
（
土
佐
日
記
一
月
二
十
日
）

　
こ
の
よ
う
な
意
味
の
展
開
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
コ
ト
が
単
に
口
先
の
言
葉
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
定
型
詩
で
あ
る
和
歌

と
い
う
意
味
を
表
現
し
た
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
1
0
　
和
歌
。
　
宮
の
権
の
亮
、
院
の
殿
上
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
を
御
使
に
て
姫
宮
の
御
方
に
参
ら
す
べ
く
宣
は
せ
つ
れ
ど
、
斯
か
る
こ
と

　
　
　
そ
中
に
あ
り
け
る
。
さ
し
な
が
ら
昔
を
今
に
つ
た
ふ
れ
ぽ
玉
の
小
櫛
ぞ
神
さ
び
に
け
る
（
源
氏
若
菜
上
）

　
こ
の
よ
う
な
コ
ト
バ
と
し
て
の
コ
ト
の
意
味
用
法
に
並
ん
で
「
事
」
と
し
て
の
コ
ト
の
意
味
用
法
が
あ
る
。
　
「
事
」
と
は
、
す
べ
て

人
間
社
会
に
お
け
る
出
来
事
、
人
間
の
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
関
係
、
筋
道
な
ど
を
す
べ
て
指
す
。
こ
れ
の
特
徴
は
、
す
べ
て
時
間

＿108一
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的
に
展
開
す
る
事
実
を
指
す
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
今
日
、
　
「
面
白
い
こ
と
だ
な
」
と
「
面
白
い
も
の
だ
な
」
と
い
う
近
似
し
た
表
現

に
お
い
て
も
、
勿
論
そ
の
意
味
に
相
違
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
コ
ト
と
モ
ノ
の
相
違
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
、

仲
々
困
難
な
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
古
代
に
湖
る
と
コ
ト
と
モ
ノ
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
コ
ト
は
時
間
と
い
う
次

元
で
展
開
す
る
事
実
を
指
す
と
い
う
特
徴
を
持
ち
、
モ
ノ
は
時
間
的
な
展
開
を
し
な
い
事
実
、
物
体
を
指
す
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い

る
。
従
っ
て
コ
ト
は
、
出
来
事
、
事
件
、
変
事
、
行
為
、
仕
事
、
役
目
、
儀
式
、
行
事
、
成
行
き
、
事
情
な
ど
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
皆
、
時
間
的
に
進
行
す
る
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
1
1
　
出
来
事
、
事
件
。
　
鶏
が
鳴
く
吾
妻
の
国
に
古
に
あ
り
け
る
事
と
今
ま
で
に
絶
え
ず
言
ひ
け
る
勝
鹿
の
真
間
の
手
児
奈
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
一
八
〇
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
1
2
　
重
大
事
、
変
事
。
　
わ
が
背
子
し
物
な
思
ほ
し
事
し
あ
ら
ぽ
火
に
も
水
に
も
わ
れ
無
け
な
く
に
（
万
葉
五
〇
六
）

　
1
3
　
行
為
、
仕
事
。
飯
炊
く
事
も
忘
れ
て
（
万
葉
八
九
二
）

　
1
4
　
役
目
、
作
業
。
　
事
終
り
還
ら
む
日
は
…
…
つ
つ
み
無
く
幸
く
い
ま
し
て
早
帰
り
ま
せ
（
万
葉
八
九
四
）

　
1
5
　
儀
式
、
行
事
。
　
御
袴
着
の
こ
と
一
の
宮
の
奉
り
し
に
劣
ら
ず
…
…
い
み
じ
う
せ
さ
せ
給
ふ
（
源
氏
桐
壷
）

　
1
6
　
成
行
き
、
事
情
。
　
事
の
仔
細
を
問
ひ
給
ふ
（
平
家
に
六
代
后
）

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
コ
ト
と
い
う
語
は
、
実
に
広
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
コ
ト
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
コ
ト
バ
と
い
う
意
味
で
用
い
る
用
法
の
系
列
は
耳
遠
く
聞
こ
え
る
。
そ
れ
は
、
コ
ト
と
い
う
単
語
が
⊃
い
ふ
系
と
争
系
と
の
二

系
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
奈
良
時
代
か
ら
、
次
第
に
変
化
し
て
、
平
安
時
代
に
は
、
や
が
て
、
そ
の
意
味
が
、
嘉
系
に
片
寄
っ
て
行

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

き
、
コ
ト
バ
系
の
意
味
が
減
っ
て
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　
で
は
コ
ト
が
表
現
し
て
い
た
コ
ト
バ
系
の
意
味
を
表
わ
す
た
め
に
は
、
ど
ん
な
単
語
が
登
場
し
た
の
か
。
そ
こ
に
、
コ
ト
バ
と
、
コ
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ト
ノ
ハ
と
い
う
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
コ
ド
パ
と
い
う
単
語
の
意
味
に
つ
い
て
の
従
来
の
辞
書
の
取
扱
い
は
既
に
示
し
た
。
今
は
そ
れ
ら

か
ら
離
れ
て
、
古
代
の
実
例
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
は
万
葉
集
に
四
例
見
え
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
次
に
吟
味
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ
ち
　
　
　
　
ね
り
　
　
　
　
こ
と
ば

　
1
7
　
百
千
度
恋
ふ
と
い
ふ
と
も
諸
茅
ら
が
練
り
の
言
羽
は
我
は
た
の
ま
じ
（
万
葉
七
七
四
）

　
　
　
（
百
た
び
千
た
び
私
を
恋
す
と
言
っ
て
も
、
諸
茅
ら
（
坂
上
大
嬢
を
指
す
）
の
巧
み
な
コ
ト
バ
は
私
は
た
の
み
に
し
ま
す
ま
い
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ば

　
1
8
　
世
の
中
の
人
の
辞
と
思
ほ
す
な
ま
こ
と
そ
恋
ひ
し
逢
は
ぬ
日
を
多
み
（
万
葉
二
八
八
人
）

　
　
　
（
世
間
普
通
の
コ
ト
バ
と
お
考
え
に
な
ら
な
い
で
下
さ
い
。
ほ
ん
と
に
心
か
ら
恋
し
か
つ
た
の
で
す
。
久
し
く
お
逢
い
し
な
い
の
で
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ま

　
1
9
　
う
つ
せ
み
の
常
の
辞
ど
思
へ
．
ど
も
継
ぎ
て
し
聞
け
ば
心
は
ま
ど
ふ
（
万
葉
二
九
六
一
）

　
　
　
（
世
間
の
普
通
の
「
求
愛
ノ
コ
ト
パ
」
だ
と
思
い
は
す
る
も
の
の
、
繰
返
し
そ
れ
を
聞
く
と
、
女
で
あ
る
私
の
心
は
ま
ど
い
ま
す
）

　
　
　
　
　
　
か
し
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
2
0
　
父
母
が
頭
掻
き
撫
で
幸
く
あ
れ
て
言
ひ
し
け
と
ぽ
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
（
万
葉
四
三
四
六
）

　
　
　
（
父
母
が
頭
を
撫
で
つ
つ
、
仕
合
せ
で
と
言
つ
た
コ
ト
バ
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
ケ
ト
バ
は
東
国
方
言
の
誰
）

　
こ
れ
ら
の
四
例
を
見
て
共
通
な
こ
と
は
、
こ
の
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
が
、
　
「
口
で
言
う
コ
ト
バ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
色
濃
く
持

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
「
練
り
の
コ
ト
バ
」
　
「
世
の
中
の
人
の
コ
ト
バ
」
「
常
の
コ
ト
パ
」
と
い
う
例
に
は
、
真
実
の
な
い

コ
ト
バ
と
い
う
色
合
い
が
共
通
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
　
「
口
先
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
意
味
は
、
古
代
の
コ
，
ト
パ
と
い
う
単
語

の
一
つ
の
特
色
で
あ
っ
て
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
、
コ
ト
バ
は
多
く
そ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
2
1
　
「
は
か
な
く
な
げ
の
こ
と
ぽ
を
散
ら
す
あ
た
り
も
」
（
源
氏
匂
宮
）

　
こ
の
コ
ト
バ
を
散
ら
す
人
は
薫
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
侍
女
た
ち
に
対
し
て
い
う
、
口
先
の
お
愛
想
を
指
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
口

先
の
言
葉
」
ど
い
う
意
味
合
い
は
、
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
に
、
あ
と
ま
で
長
く
つ
い
て
行
く
。
例
え
ぽ
、
　
「
け
は
ひ
い
や
し
く
、
コ
ト

llO
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バ
だ
み
て
（
詑
ッ
テ
）
」
（
源
氏
橋
姫
）
と
い
え
ぽ
、
「
発
音
」
の
意
で
あ
り
、
「
私
の
文
（
手
紙
）
は
許
さ
れ
ね
ぽ
、
人
々
の
も
と
へ
も
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
よ
う

ト
バ
に
て
言
づ
け
給
ふ
」
（
平
家
内
裏
女
房
）
は
、
手
紙
を
文
字
で
書
く
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
　
「
口
上
」
で
伝
え
た
の
意
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
口
先
の
コ
ト
バ
」
「
発
音
」
「
口
上
」
の
意
で
あ
る
上
に
、
コ
ト
パ
と
い
う
単
語
は
、
歌
と
の
対
比
で
使
わ
れ
て
い

る
。
当
時
歌
と
い
え
ば
、
節
を
つ
け
て
、
長
く
引
い
て
朗
詠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
指
す
に
は
、
ウ
タ
、
ま
た
は
コ
ト

ノ
ハ
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
、
コ
ト
バ
と
い
え
ぽ
そ
の
よ
う
な
、
節
を
つ
け
長
く
引
く
も
の
で
な
か
っ
た
。
次

の
例
が
そ
れ
を
示
す
。

　
2
2
　
「
み
ふ
ね
よ
り
お
ふ
せ
た
ぶ
な
り
あ
さ
き
た
の
い
で
こ
ぬ
さ
き
に
つ
な
で
は
や
ひ
け
」
こ
の
コ
ト
バ
の
歌
の
よ
う
な
る
は
、
か

　
　
　
ち
と
り
の
お
の
つ
か
ら
の
コ
ト
バ
な
り
（
土
佐
日
記
二
月
五
日
）

　
2
3
　
霜
さ
ゆ
る
み
ぎ
は
の
千
鳥
う
ち
わ
び
て
鳴
く
ね
悲
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
と
コ
ト
バ
の
や
う
に
聞
え
給
ふ
（
源
氏
総
角
）

　
土
佐
日
記
の
例
は
、
梶
取
の
言
葉
が
、
歌
で
は
な
い
口
頭
語
で
あ
る
の
に
、
歌
の
よ
う
に
定
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
源
氏
物
語
総
角
の
例
は
、
定
型
五
七
五
七
七
の
歌
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
、
歌
と
し
て
の
節
を
つ
け
ず
、
長

く
引
い
て
発
音
さ
れ
ず
、
普
通
の
口
頭
語
の
よ
う
に
言
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
、
コ
ト
パ
が
、
単
な
る
口
頭
の

言
語
と
い
う
色
合
い
が
濃
い
。

　
口
頭
の
言
語
と
い
う
意
味
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
今
日
の
言
葉
で
い
う
口
語
の
体
系
と
い
う
べ
き
場
合
も
少
な
く
な
い
。

　
2
4
　
そ
の
大
和
コ
ト
バ
だ
に
、
つ
き
な
く
習
ひ
に
け
れ
ば
（
源
氏
東
義
）

　
2
5
　
人
は
あ
れ
ど
も
言
ふ
コ
ト
バ
も
聞
き
知
ら
ず
（
平
家
三
有
王
）

　
こ
れ
ら
の
コ
ト
パ
は
口
語
の
体
系
的
事
実
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
古
代
の
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
に
は
、
口
先
の
表
現
、
口
頭
の
言
語
と
い
う
悪
い
意
味
の
色
が
濃
い
。
そ
の
結
果
か
、
平

ll1
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安
時
代
の
和
歌
の
中
に
は
、
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
よ
う
や
く
鎌
倉
時
代
以
後
に
な
っ
て
歌
の
中
に
コ
ト

パ
と
い
う
単
語
が
入
っ
て
く
る
。
で
は
、
そ
の
コ
ト
バ
に
当
る
意
味
を
歌
の
中
で
は
何
と
言
っ
た
か
。
そ
れ
に
は
コ
ト
、
コ
ト
ノ
ハ
と

い
う
単
語
が
使
わ
れ
た
。
コ
ト
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
。
コ
ト
ノ
ハ
と
い
う
単
語
は
、
歌
の
中
で
多
く
用
い
ら
れ
、
平
安
女
流
の
物

語
の
中
で
も
使
わ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
意
味
は
、
コ
ト
バ
と
か
な
り
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
上
品
な
巧
み
な
表
現
、
き
ち
ん
と
し

た
表
現
、
手
紙
の
文
言
、
和
歌
、
な
ど
の
意
を
表
わ
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
コ
ト
ノ
ハ
と
い
う
語
は
言
語
の
表
現
の
一
つ
一
つ
を
木
の

葉
に
見
立
て
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
ら
し
く
、
一
種
の
雅
語
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
て
い
た
（
後
述
）
。
　
つ
ま
り
、
　
コ
ト

ノ
ハ
と
い
う
単
語
は
歌
こ
と
ぽ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
漢
字
の
「
辞
」
「
詞
」
等
の
訳
語
と
し
て
漢
文
訓
読
体
の
中
で
使
う
に
は
コ
ト
ノ

ハ
は
不
適
当
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
和
歌
の
中
で
は
口
頭
の
言
語
、
口
先
の
表
現
と
い
う
わ
る
い
意
味
の
語
と
し
て

避
け
ら
れ
た
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
が
、
漢
字
の
訳
語
と
し
て
は
、
普
通
に
用
い
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
の
漢
文
訓
体
の
例
を
集

め
た
と
見
ら
れ
る
類
聚
名
義
抄
を
見
る
と
、

　
　
　
言
・
句
・
辞
・
辞
・
詞
・
語

な
ど
に
対
し
て
コ
ト
バ
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
コ
ト
ノ
ハ
と
い
う
訳
語
は
一
つ
と
し
て
発
見
で
き
な
い
。
院
政
時
代
の

和
漢
字
書
で
あ
る
色
葉
字
類
抄
に
も
コ
ト
ノ
ハ
は
見
出
せ
な
い
。
つ
ま
り
コ
ト
ノ
ハ
は
和
文
脈
で
使
う
雅
語
ま
た
歌
語
で
あ
っ
た
の
で
、

コ
ト
バ
が
、
辞
・
詞
…
等
の
訳
語
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
コ
ト
バ
と
コ
ト
ノ
ハ
と
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
漢
文
訓
読
体
を
擬
し
た
古
今
集
の
仮
名
序
な
ど
で
、
コ
ト

ノ
ハ
と
い
う
雅
語
と
コ
ト
バ
と
い
う
漢
文
訓
読
系
の
用
語
と
を
混
用
し
て
い
る
事
情
も
理
解
で
き
よ
う
。

　
2
6
　
「
や
ま
と
歌
は
人
の
心
を
た
ね
と
し
て
、
よ
う
つ
の
コ
ト
ノ
ハ
と
そ
な
れ
り
け
る
。
」
　
（
古
今
序
）

と
い
う
場
合
は
、
コ
ト
ノ
ハ
が
「
和
歌
」
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
源
氏
物
語
夕
霧
の
巻
で
「
何
に
我
さ
へ
、
さ
る
コ
ト
ノ
ハ
を
残
し
け

Il2
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む
と
、
さ
ま
ざ
ま
思
し
出
つ
る
に
」
と
あ
る
場
合
も
、
コ
ト
ノ
ハ
は
、
人
に
与
え
た
和
歌
を
指
し
て
い
る
。
コ
ト
ノ
ハ
が
上
品
で
巧
み

な
表
現
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　
2
7
　
例
の
い
つ
く
よ
り
取
う
で
給
ふ
コ
ト
ノ
ハ
に
か
あ
ら
む
（
源
氏
帯
木
）

　
こ
の
よ
う
な
用
法
は
、
紫
式
部
の
好
む
所
の
表
現
で
あ
っ
た
も
の
か
、
コ
ト
ノ
ハ
は
平
安
女
流
の
仮
名
文
学
作
品
の
中
で
は
、
源
氏

物
語
に
片
寄
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ト
ノ
ハ
と
い
う
語
は
勅
撰
和
歌
集
に
、
三
百
例
以
上
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ト
ノ

ハ
が
ま
さ
に
歌
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
意
味
は
、
男
女
の
間
の
愛
の
約
束
と
い
う
こ
と
で
あ
る
も
の
が
多
い
。

　
認
　
今
は
と
て
わ
が
身
時
雨
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
コ
ト
ノ
ハ
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
（
古
今
七
八
二
）

の
ご
と
き
は
そ
の
代
表
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
勿
論
、
歌
の
中
で
も
コ
ト
ノ
ハ
が
、
噂
の
意
に
使
わ
れ

た
も
の
も
あ
る
。

　
2
9
　
世
に
ふ
れ
ぽ
コ
ト
ノ
ハ
繁
き
呉
竹
の
う
き
ふ
し
ご
と
に
う
ぐ
ひ
す
そ
鳴
く
（
古
今
九
五
八
）

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
コ
ト
バ
と
コ
ト
ノ
ハ
と
は
、
コ
ト
が
総
合
的
に
表
現
し
て
い
た
意
味
を
分
化
さ
せ
て
分
担
し
た
も
の
と
見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
コ
ト
バ
が
、
　
「
口
先
の
言
語
」
　
「
口
頭
語
」
の
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
理
由
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
コ
ト
は
、
言
で
も
あ
り
、
事
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
と
事
と
の
同
一
を
素
朴
に
信
じ
る
心
に
よ
っ
て
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
コ
ト

さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
言
と
事
と
の
分
離
が
自
覚
さ
れ
は
じ
め
た
と
き
、
言
に
対
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
事
の
進
行
と
区

　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト

別
さ
れ
る
言
の
理
、
筋
道
の
自
覚
と
、
言
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
軽
薄
性
と
の
二
つ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
コ
ト
の
理
の
自
覚
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト

そ
れ
の
的
確
な
表
現
を
求
め
て
、
コ
ト
ワ
リ
と
い
う
よ
う
な
単
語
に
よ
っ
て
そ
れ
を
充
足
し
た
。
別
に
、
言
の
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
面
へ

の
自
覚
は
、
コ
ト
バ
と
い
う
単
語
を
作
り
出
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
ハ
と
い
う
音
に
は
「
端
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
「
端
」
と
い
う
単
語
が
複
合
し
た
語
に
「
色
は
」
が
あ
る
。
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い
ろ
は

　
　
　
も
み
ち
ば

　
3
0
　
黄
葉
に
置
く
白
露
の
色
葉
に
も
出
で
じ
と
思
へ
ぽ
言
の
繁
け
く
（
万
葉
二
三
〇
七
）

　
　
　
（
も
み
じ
の
葉
に
置
く
白
露
の
よ
う
に
は
、
〔
恋
心
ヲ
〕
ほ
ん
の
色
の
は
し
に
も
出
す
ま
い
と
思
つ
て
い
る
の
に
、
人
の
辱
の
う
る
さ
い
こ
と
）

こ
こ
で
い
う
「
色
葉
」
と
い
う
単
語
は
、
他
に
類
例
が
な
い
の
で
本
居
宣
長
以
来
、
原
文
を
「
色
二
葉
モ
」
の
誤
り
と
し
て
、

　
3
1
　
も
み
ち
は
に
置
く
白
露
の
色
に
は
も
出
で
じ
と
思
へ
ぽ
言
の
し
げ
け
く

と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
誤
で
、
　
「
イ
ロ
ハ
」
（
色
の
端
）
と
す
る
の
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
色
葉
と

同
じ
・
造
語
法
に
よ
っ
て
・
ト
（
言
）
ハ
（
端
）
と
い
う
結
合
が
、
言
の
は
し
、
事
の
は
し
と
し
て
、
ほ
ん
の
・
先
の
表
現
だ
け
の
意

を
表
わ
し
た
の
が
、
コ
ト
パ
と
い
う
単
語
の
由
来
な
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
れ
に
対
し
て
コ
ト
ノ
ハ
と
い
う
表
現
の
背
後
に
は
、
漢
文
学
の
影
響
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
千
枝
万
葉
と
い
う
よ

う
な
表
現
は
、
本
来
純
粋
に
植
物
の
葉
に
つ
い
て
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
今
集
な
ど
で
木
の
葉
に
か
け
て
コ
ト
ノ
ハ
「
言
の
葉
」

と
用
い
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
雅
語
と
し
て
伝
統
的
に
広
く
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
漢
文
訓
読
体
の
言
語
で
は
、
史
記
、
文
集
を
は
じ
め
、
鎌
倉
時
代
の
群
書
治
要
以
下
、
宣
賢
の
毛
詩
点
な
ど
に
、
「
言
」

「
語
」
「
話
」
を
コ
ト
、
「
僻
」
を
コ
ト
バ
と
訓
む
こ
と
小
林
芳
規
博
士
の
「
漢
籍
訓
読
の
國
語
史
的
研
究
」
に
記
載
が
あ
る
。
こ
の
訓

読
体
に
お
け
る
コ
ト
と
コ
ト
バ
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
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