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上
代
の
形
容
詞
性
接
尾
辞
｢
じ
｣

打
消
か
類
似
か
　
ー

一

間

題

の

所

在

『
万
葉
集
』
を
中
心
に
現
わ
れ
る
｢
時
じ
ぐ
ぞ
雪
は
降
り
け
る
｣
の
類
で
,

｢
時
じ
｣
と
い
う
語
の
意
は
'
｢
不
時
｣
と
表
記
さ
れ
た
例
も
あ
り
,
季
節
で

な
い
と
か
'
季
節
は
ず
れ
と
か
､
そ
の
接
尾
辞
の
｢
じ
｣
に
打
消
の
意
を
含
め

て
解
釈
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
｢
時
じ
｣
の
語
義
は
お
お
よ
そ
そ
の
辺
に
あ

っ
た
^
)
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
-
｡
だ
が
'
そ
-
解
釈
す
る
際
に
,
打
消
の
助

動
詞
｢
ず
｣
や
｢
じ
｣
を
念
頭
に
お
い
て
､
そ
れ
に
つ
な
い
で
考
え
る
こ
と
に

な
る
と
思
-
が
'
｢
時
｣
は
名
詞
で
あ
っ
て
､
そ
れ
に
接
す
る
｢
じ
｣
は
､
語

構
成
か
ら
言
え
ば
'
名
詞
に
付
い
て
形
容
詞
を
作
る
接
尾
辞
で
あ
る
｡
動
詞
に

付
い
て
否
定
形
を
作
る
助
動
詞
と
は
甚
だ
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
の
で
居
る
o

形
態
の
方
面
か
ら
こ
の
｢
時
じ
｣
と
同
じ
か
'
ま
た
は
よ
-
似
て
い
る
語
に

田

｢
我
じ
｣
と
い
-
の
が
あ
る
.
用
例
は
一
回
き
り
で
'
｢
我
じ
-
｣
と
連
用
形

で
副
詞
法
を
成
し
て
お
り
'
わ
が
如
-
に
と
か
､
わ
が
事
の
如
-
に
と
か
解
さ

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
意
味
の
上
で
は
｢
時
じ
く
｣
と
全
然
違
っ
て
い
る
よ

ぅ
匿
見
え
､
形
態
の
上
で
は
同
じ
-
名
詞
に
つ
い
て
形
容
詞
を
作
っ
て
い
る
の

で
'
甚
だ
近
い
か
へ
ま
た
は
全
く
同
1
の
構
成
で
あ
ろ
-
と
思
わ
せ
る
｡

さ
ら
に
'
こ
の
｢
我
じ
｣
と
意
味
の
上
で
類
を
な
す
｢
犬
じ
も
の
道
に
臥
し

な
む
｣
な
ど
の
歌
旬
に
現
わ
れ
る
｢
何
じ
も
の
｣
と
い
-
一
群
の
語
が
あ
る
｡

｢
何
じ
｣
と
｢
も
の
｣
へ
ま
た
は
｢
何
｣
と
｢
じ
も
の
｣
の
結
合
に
よ
る
一
単

語
で
'
品
詞
は
副
詞
で
あ
る
｡
形
態
素
を
分
け
れ
ば
'
｢
何
｣
　
｢
じ
｣
　
｢
も

の
｣
の
三
つ
が
認
め
ら
れ
'
そ
の
1
つ
を
な
す
｢
じ
｣
は
､
前
に
あ
げ
た
｢
我

じ
｣
の
　
｢
じ
｣
　
と
同
じ
く
形
容
詞
性
接
尾
辞
で
あ
る
と
見
て
よ
い
｡
あ
る
い

は
'
｢
時
じ
｣
の
｢
じ
｣
と
も
本
来
同
一
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
そ
-
で
あ
る

が
､
こ
れ
は
意
味
の
上
か
ら
の
検
討
を
加
え
て
か
ら
決
定
す
べ
き
課
題
で
あ
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る
｡

さ
て
'
｢
じ
も
の
｣
と
い
-
形
を
取
っ
た
語
例
は
す
こ
ぶ
る
多
-
､

犬
じ
も
の
家
じ
も
の
鵜
じ
も
の
馬
じ
も
の
か
圭
じ
も
の
か
聖

し

し

と

こ

を

と

こ

じ
も
の
　
鴨
じ
も
の
　
鹿
猪
じ
も
の
　
床
じ
も
の
ー
鳥
じ
も
の
　
男
じ

も
の

と
'
ほ
と
ん
ど
自
由
に
造
語
さ
れ
た
も
の
の
よ
-
で
あ
る
.
と
い
う
こ
と
は
'

そ
の
結
合
が
文
法
的
と
い
っ
て
も
よ
い
程
で
'
｢
犬
｣
　
｢
じ
｣
　
｢
も
の
｣
三
諺

の
連
結
に
よ
る
連
語
が
副
詞
的
修
飾
機
能
を
定
着
さ
せ
た
と
見
た
方
が
'
上
代

語
と
し
て
ほ
真
実
に
近
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
.

そ
こ
で
'
右
に
あ
げ
て
来
た
'
｢
時
じ
｣
と
｢
我
じ
｣
　
｢
～
じ
｣
が
語
と
し
て

●

同
類
な
の
か
'
私
は
私
の
理
解
の
中
で
思
い
惑
い
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
｡
本

稿
を
ま
と
め
て
見
よ
-
と
思
い
立
っ
た
の
も
実
は
そ
の
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
点

に
関
し
て
'
三
つ
の
説
が
あ
る
よ
-
に
見
受
け
る
｡

1
つ
は
三
者
を
統
1
的
に
追
求
す
る
こ
と
を
し
な
い
で
'
そ
れ
ぞ
れ
を
文
脈

･
歌
意
の
上
か
ら
理
解
し
て
ゆ
こ
-
と
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
説
で
あ
る
｡

注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
｡
辞
書
も
大
体
こ
の
線
に
従
っ

て
い
る
｡
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
で
代
表
さ
せ
て
見
る
と
'

ト
キ

ほ
封
じ
〔
不
時
･
非
時
〕
時
が
形
容
詞
語
尾
を
と
っ
た
も
の
.
④
時
を
選

ば
な
い
｡
絶
え
ま
な
い
｡
-
⑥
時
な
ら
ず
｡
そ
の
時
で
な
い
｡
時
節
は

ず
れ
で
あ
る
｡
-

〔
考
〕
④
⑥
二
つ
の
意
味
を
記
し
わ
け
た
が
'
そ
れ
は
説
明
の
便
宜
上

か
ら
で
あ
っ
て
'
当
時
そ
れ
ほ
ど
相
異
な
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
ほ
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
ト
キ
ジ
ク
ノ
1
(
次
項
〔
考
〕
)
と
か
'
い
や
時

自
久
に
(
四
二
二
)
と
か
､
普
通
の
形
容
詞
に
見
ら
れ
な
い
用

法
を
も
っ
て
い
る
｡
ま
た
｢
不
時
｣
と
記
す
万
葉
〓
1
六
〇
二

九
七
五
は
ト
キ
ナ
ラ
ズ
･
ト
キ
ジ
ク
両
様
に
訓
ま
れ
て
決
定
し
が

た
い
.
1
じ
(
シ
ク
.
)
･
じ
も
の

よ
く
要
を
摘
ん
で
あ
っ
て
あ
り
が
た
い
解
説
で
あ
る
｡
だ
が
'
終
わ
り
の

｢
1
じ
･
じ
も
の
｣
は
区
別
せ
よ
と
い
-
か
'
関
連
さ
せ
て
考
え
よ
と
い
う
の

か
'
い
さ
さ
か
戸
惑
い
を
感
じ
さ
せ
る
点
が
な
い
で
も
な
い
｡
｢
わ
れ
じ
｣
や

｢
じ
も
の
｣
の
意
味
の
解
説
に
は
｢
と
き
じ
｣
の
そ
れ
と
の
共
通
点
も
関
連
性

も
説
か
れ
て
い
な
い
で
'
し
か
も
｢
じ
｣
　
｢
じ
も
の
｣
の
解
説
の
中
に
は
｢
時

じ
｣
も
そ
の
語
例
と
し
て
含
め
て
あ
る
の
で
'
利
用
者
と
し
て
ほ
立
場
を
定
め

か
ね
る
と
い
-
困
惑
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡

モ

ル

フ

ェ

-

ム

｢
じ
｣
　
｢
じ
も
の
｣
を
形
態
素
と
し
て
の
同
1
性
あ
る
も
の
と
認
め
て
統

一
的
に
考
え
る
の
は
'
第
二
･
第
三
の
立
場
で
あ
る
.
｢
時
じ
｣
の
方
に
引
き

ょ
せ
て
｢
じ
｣
に
打
消
の
意
味
あ
り
と
見
よ
-
と
す
る
立
場
を
'
仮
に
第
二
の

も
の
と
し
て
お
-
｡
こ
の
立
場
を
取
る
人
は
'
た
と
え
ば
､
｢
犬
じ
も
の
｣
は

｢
犬
で
も
な
い
の
に
｣
と
い
-
意
味
を
表
わ
す
の
が
本
来
で
あ
っ
た
と
解
す
る

の
で
あ
る
｡

第
三
の
立
場
で
は
｢
我
じ
(
シ
ク
活
)
｣
や
｢
～
じ
も
の
(
刺
)
｣
を
類
似
の
意

を
表
わ
す
と
し
て
'
そ
の
語
例
の
中
に
｢
時
じ
｣
を
含
め
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ

も
私
の
管
見
で
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
解
説
が
最
も
要
を
得
て
い
る
よ

-
に
思
-
.
た
だ
し
､
｢
時
じ
｣
の
解
説
と
｢
じ
｣
　
｢
じ
も
の
｣
の
そ
れ
と
の

間
に
統
一
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
'
前
述
の
如
ぐ
で

あ
る
｡

L

J
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わ
れ
じ
(
形
シ
ク
)
わ
が
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
-
だ
｡
反
射
指
示
の
代
名

･
詞
ワ
レ
に
形
容
詞
構
成
の
語
尾
ジ
が
按
し
て
い
る
｡

じ
(
シ
ク
)
体
言
に
接
し
て
'
～
ら
し
い
さ
ま
･
～
の
よ
-
な
さ
ま
の
意

の
形
容
詞
を
作
る
語
尾
｡
～
ジ
モ
ノ
の
形
を
と
る
場
合
が
多
-
'
そ
れ

ら
に
は
形
容
詞
と
し
て
活
用
し
た
例
を
見
な
い
｡
･
･
･

じ
も
の
　
～
で
あ
る
も
の
･
～
の
よ
-
な
も
の
･
o
通
常
名
詞
に
接
し
'
～

ナ
ス
や
～
ノ
ゴ
ト
の
よ
-
な
比
愉
の
修
飾
句
を
つ
-
る
形
式
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
-

〔
考
〕
ジ
ほ
'
体
言
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
に
接
し
て
シ
ク
活
用

オ
モ

形
容
詞
を
構
成
す
る
.
時
ジ
･
我
ジ
･
母
ジ
な
ど
の
ジ
に
通
ず
る
も
の

で
あ
ろ
う
.
第
七
例
の
カ
シ
コ
ジ
モ
ノ
は
'
形
容
詞
語
幹
に
ジ
モ
ノ
が

っ
い
た
特
殊
な
例
で
あ
る
が
､
従
属
･
謙
譲
の
態
度
を
示
す
犬
ジ
モ
ノ

･
鴨
ジ
モ
ノ
等
の
抽
象
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
た
表
現
か
`
と
い
わ
れ

る
｡

引
用
に
際
し
て
例
文
を
省
略
し
た
｡
後
で
細
説
す
る
と
こ
ろ
で
ま
た
引
か
ざ

る
を
得
な
-
な
る
の
で
'
そ
れ
と
の
重
複
を
避
け
た
の
で
あ
る
が
'
各
辞
項
の

解
説
の
対
照
比
較
を
明
瞭
に
し
よ
-
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
'
右
払
｢
じ
も
の
｣
の
統
1
解
説
の
よ
う
に
｢
時
じ
く
｣
　
｢
時
じ

き
｣
の
接
尾
辞
｢
じ
｣
を
｢
～
じ
も
の
｣
の
｢
じ
｣
と
同
一
形
態
素
と
認
め
よ

ぅ
と
す
る
な
ら
ば
'
｢
時
じ
(
シ
ク
)
｣
の
語
義
に
つ
い
て
の
検
討
が
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
る
｡
｢
じ
｣
 
~
が
名
詞
に
接
し
て
形
容
詞
化
す
る
形
容
詞
性
接
尾
辞

で
あ
る
点
は
共
通
す
る
が
'
そ
れ
だ
け
で
は
同
1
性
は
証
明
さ
れ
な
い
｡
意
味

の
上
で
の
つ
な
が
り
､
共
通
性
な
り
類
似
性
な
り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
'
絶

対
に
必
要
で
あ
る
｡
こ
の
点
で
'
｢
時
じ
｣
の
項
と
･
｢
じ
も
の
｣
の
項
と
の
解

説
が
､
別
々
の
方
向
を
さ
し
て
い
る
か
に
見
受
け
ら
れ
る
｡

ご
　
三
つ
の
立
場
の
吟
味

第
一
の
'
そ
れ
ぞ
れ
の
語
例
を
別
々
に
'
文
脈
に
応
じ
て
解
釈
し
て
ゆ
-
立

場
は
'
1
番
お
だ
や
か
で
あ
る
L
t
　
危
険
も
少
な
い
｡
｢
我
じ
-
｣
と
｢
時
じ

く
｣
と
を
意
味
の
上
か
ら
比
較
す
る
と
'
か
な
り
の
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
は
否

め
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
両
者
の
中
に
形
態
素
と
し
て
の
同
一
性
を
論
定
し

ょ
-
と
試
み
る
こ
と
は
容
易
な
ら
ぬ
こ
と
の
よ
-
に
も
思
え
る
｡
し
か
し
'
個

々
の
用
例
･
文
脈
か
ら
の
み
考
え
て
ゆ
-
と
い
-
方
法
に
は
'
多
少
の
不
安
な

し
と
し
な
い
｡
契
沖
は
『
源
注
拾
遺
』
の
中
で
｢
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
｣
に
注
し

て
'

細
流
虻
お
ぼ
ろ
け
な
ら
ぬ
こ
と
な
ら
で
は
と
也
と
あ
る
は
'
注
の
詞
を
こ

こ
に
お
か
ば
叶
ふ
べ
け
れ
ど
'
さ
に
は
あ
ら
ぬ
詞
な
り
.

と
記
し
て
い
る
｡
文
脈
主
義
で
見
落
と
し
や
す
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と

を
'
私
た
ち
も
見
て
来
て
い
る
｡
｢
時
じ
-
｣
と
い
-
表
現
は
確
か
に
｢
不

時
｣
　
｢
非
時
｣
と
い
-
意
味
を
も
表
わ
し
て
い
る
が
'
た
と
え
ば
冬
で
な
い
季

節
に
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
が
'
冬
な
ら
ぬ
季
節
に
あ
た
か

も
今
が
冬
の
季
節
で
あ
る
か
の
よ
-
に
と
い
-
形
容
を
し
て
い
る
J
J
と
も
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
｡
今
は
冬
で
は
な
い
と
い
-
否
定
的
断
定
と
､
今
が
冬
で
あ

る
か
の
如
く
に
と
い
-
比
愉
的
形
容
と
'
ど
ち
ら
が
｢
～
じ
｣
の
本
原
的
な
意

義
で
あ
る
か
｡
こ
れ
は
'
重
要
な
こ
と
で
あ
り
'
こ
の
点
を
究
明
す
る
こ
と
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1

は
'
第
二
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
吟
味
す
る
上
に
も
不
可
欠
な
前
提
と
な
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢
時
じ
｣
の
多
-
の
用
例
を
並
べ
て
見
る
と
'
そ
の
個

々
の
表
現
の
示
す
意
味
が
必
ず
し
も
均
質
と
言
え
な
い
も
の
も
感
じ
ら
れ
る
｡

｢
山
越
し
の
風
を
時
じ
み
｣
は
'
い
つ
も
絶
え
ま
な
-
風
が
吹
く
こ
と
を
表
わ

し
'
｢
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
わ
が
せ
こ
時
じ
け
め
や
も
｣
は
'
反
語
で
｢
時

じ
｣
に
否
定
を
加
え
て
い
る
の
に
'
絶
え
ま
な
-
君
が
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
｡
こ
れ
だ
け
で
も
｢
時
じ
｣
の
意
味
の
複
雑
さ
が
思
わ
れ
る
｡
そ
の
辺
の
考

察
は
'
あ
と
で
項
を
改
め
て
述
べ
た
い
｡
こ
こ
で
は
'
｢
時
じ
｣
が
あ
る
本
原

的
な
意
味
か
ら
'
文
脈
に
よ
っ
て
重
心
を
時
に
は
著
し
-
否
定
判
断
の
方
に
移

し
た
り
'
擬
似
的
形
容
の
方
に
移
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
予
測
し
て
お
く
に

と
ど
め
る
｡
こ
か
予
測
は
'
第
二
第
三
の
立
場
と
の
統
1
へ
の
道
を
暗
示
す

る
｡
つ
ま
り
'
｢
時
じ
｣
の
｢
じ
｣
も
'
他
の
｢
～
じ
｣
　
｢
～
じ
も
の
｣
の

｢
じ
｣
と
'
意
味
の
面
か
ら
つ
な
い
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
､
形
態
素
と
し
て

の
同
一
性
を
認
定
す
べ
き
だ
と
い
-
考
え
を
導
-
0

｢
時
じ
｣
の
接
尾
辞
｢
じ
｣
の
本
原
的
意
義
が
打
消
に
あ
る
と
考
へ
る
立
場

は
､
ざ
わ
め
て
素
朴
に
考
え
て
も
あ
る
種
の
転
抗
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ

る
｡
名
詞
に
打
消
の
辞
を
加
え
る
と
い
-
形
態
が
日
本
語
に
他
の
例
を
兄
い
だ

し
が
た
い
の
で
あ
る
｡
打
消
の
助
動
詞
｢
ず
｣
　
｢
じ
｣
な
ら
ば
､
動
詞
的
活
用

の
語
詞
の
未
然
形
に
付
く
｡
｢
時
に
あ
ら
ず
｣
　
｢
時
な
ら
ず
｣
と
は
言
っ
て

も
'
｢
時
ず
｣
と
は
言
わ
な
い
｡
そ
れ
に
､
｢
時
じ
｣
　
｢
時
じ
く
｣
が
形
容
詞

性
を
持
つ
A
J
と
は
明
ら
か
で
'
そ
れ
が
､
名
詞
に
形
容
詞
性
接
尾
辞
を
下
接
せ

し
め
て
い
る
こ
と
は
'
こ
れ
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
よ
-
な
語
構
成
の
常

道
に
背
い
て
'
｢
時
じ
｣
だ
け
が
｢
時
｣
で
あ
る
こ
と
を
打
消
す
意
味
を
叙
述

す
る
と
考
え
る
こ
と
は
､
ど
-
も
自
然
で
な
い
の
で
あ
る
.
-

｢
～
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
と
言
え
ば
'
言
外
に
必
ず
や
｢
～
で
は
な
い
の

に
｣
の
意
を
含
む
.
だ
か
ら
と
い
っ
て
も
'
一
｢
～
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
が
た

だ
ち
に
-
｢
～
で
は
な
い
｣
を
表
わ
す
語
形
と
は
認
め
が
た
い
｡
｢
時
じ
｣
　
｢
時

じ
く
｣
の
語
義
に
関
し
て
も
,
右
の
よ
う
な
条
理
を
た
ど
っ
て
み
る
心
要
が
あ

る
｡
こ
の
こ
と
は
あ
と
の
項
で
再
論
す
る
｡

第
二
の
立
場
'
｢
時
じ
｣
　
｢
わ
れ
じ
｣
か
ら
｢
～
じ
も
の
｣
ま
で
を
統
一
し

て
'
｢
じ
｣
の
本
義
を
'
打
消
に
あ
り
と
す
る
説
に
つ
い
て
'
そ
の
立
脚
点
を

考
え
て
み
た
い
｡
こ
れ
は
橋
本
四
郎
氏
が
『
万
葉
』
第
十
五
号
(
昭
和
3
 
0
年
4

月
)
で
提
唱
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
'
沢
潜
久
孝
博
士
の
『
万
葉
集
注
釈
』
も
こ
れ

を
採
用
し
て
い
ら
れ
る
｡
所
説
が
き
わ
め
て
清
新
で
あ
り
'
着
眼
も
鋭
く
'
敬

服
の
念
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
が
'
｢
じ
｣
が
動
詞
ま
た
は
動
詞
的
連
語
に

付
属
す
る
こ
と
な
-
し
て
打
消
の
陳
述
ま
た
は
叙
述
を
に
な
-
こ
と
が
可
能
で

あ
る
か
ど
-
.
か
に
つ
い
て
不
安
を
感
じ
る
こ
と
は
'
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
｡

●

｢
我
じ
く
｣
　
｢
～
じ
も
の
｣
の
類
に
つ
い
て
は
'
｢
～
の
如
く
に
｣
　
｢
で
あ

る
か
の
よ
-
に
｣
と
解
す
る
通
説
の
方
が
わ
か
り
が
早
い
こ
と
は
確
か
で
'
本

義
･
原
義
に
つ
い
て
は
し
ぼ
i
o
-
預
か
る
と
し
て
も
'
意
味
の
核
心
･
重
心
が

こ
ち
ら
の
方
に
寄
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
小
よ
う
に
感
じ
る
｡

｢
犬
じ
も
の
｣
　
｢
鳥
じ
も
の
｣
　
｢
男
じ
も
の
｣
は
'
仮
に
｢
犬
で
も
な
い
の

に
｣
　
｢
鳥
で
も
な
い
の
に
｣
　
｢
男
で
も
な
-
､
女
で
あ
る
者
が
｣
な
ど
と
訳
語

を
与
え
て
も
､
文
脈
を
一
応
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
｡
だ
が
'
｢
犬
で
な

い
｣
　
｢
鳥
で
な
い
｣
　
｢
男
で
な
い
｣
と
い
-
意
味
を
｢
犬
-
じ
｣
　
｢
鳥
-
じ
｣
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｢
男
-
じ
｣
と
い
-
統
辞
形
態
で
表
わ
す
こ
と
が
'
日
本
語
の
上
に
生
じ
得
た

で
あ
ろ
-
か
｡
そ
の
可
能
性
な
-
し
て
は
'
｢
-
じ
｣
と
い
-
熱
暑
が
打
消
を

に
な
-
こ
と
を
原
義
と
し
た
と
い
-
想
定
も
不
可
能
に
な
り
ほ
し
な
い
か
.
こ

れ
も
あ
と
で
再
び
論
ず
る
こ
と
と
し
て
次
に
移
る
｡

第
三
の
立
場
は
､
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
見
え
る
も
の
で
あ

る
o
　
｢
我
じ
-
｣
　
｢
～
じ
も
の
｣
の
｢
～
じ
｣
の
意
味
を
｢
～
の
よ
-
に
｣
と

い
-
比
境
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
'
｢
時
じ
｣
の
｢
じ
｣
を
も
こ
れ
に
含
め
て

読
-
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
.
し
か
る
に
こ
の
辞
典
の

届
じ
｣
の
語
義
解
説
が
^
)
の
統
1
的
解
釈
の
線
に
添
-
て
い
な
い
こ
と
'
三

者
を
同
1
の
類
と
し
て
｢
～
じ
｣
の
意
味
を
ど
-
説
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
前
述
し
た
如
く
で
あ
る
.

形
態
の
面
'
語
構
成
の
面
か
ら
ほ
'
こ
の
第
三
説
の
立
場
が
1
番
無
理
が
な

い
o
体
言
に
形
容
詞
性
の
接
尾
辞
を
下
接
さ
せ
熟
合
さ
せ
て
新
し
い
形
容
詞
を

つ
-
る
の
は
'
日
本
語
の
常
で
あ
る
｡
形
容
詞
と
し
て
活
用
し
た
こ
と
は
明
ら

か
だ
か
ら
'
そ
の
意
味
も
形
容
詞
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
｡
用
例
が
限
ら
れ
て

い
て
他
の
活
用
形
を
残
さ
な
い
も
の
も
あ
る
が
'
仮
に
終
止
形
と
し
て
の
｢
～

じ
｣
を
設
定
し
て
そ
の
意
味
を
抽
象
し
て
み
る
と
し
た
ら
'
そ
れ
が
｢
～
の
よ

-
だ
｣
　
｢
～
で
あ
る
か
の
よ
-
だ
｣
と
い
-
意
味
を
表
わ
し
て
も
不
自
然
で
は

な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
｢
～
じ
｣
と
い
-
形
容
詞
終
止
形
が
｢
～
に
あ
ら

ず
｣
　
｢
～
で
な
い
｣
と
い
-
否
定
陳
述
'
も
し
-
ほ
叙
述
を
語
義
と
し
て
持
つ

と
見
な
す
こ
と
に
は
'
少
な
か
ら
ぬ
抵
抗
を
感
じ
る
｡

た
だ
'
こ
の
第
三
の
立
場
を
取
っ
た
場
合
'
｢
時
じ
｣
　
｢
時
じ
く
｣
の
類
の

意
味
の
納
得
に
は
'
や
っ
ぱ
り
苦
し
ま
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
れ
を
克
服
す
る
た

め
に
は
'
第
二
説
を
折
中
す
る
は
か
は
な
い
の
で
は
な
い
か
｡

第
三
説
が
'
第
二
説
を
ど
-
考
え
て
い
る
の
か
'
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
だ

け
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
.
形
態
素
｢
じ
｣
を
統
一
的
に
見
よ
-
と
す
る
立
場

を
肯
定
し
た
上
で
'
原
義
の
所
在
に
つ
い
て
'
第
二
説
に
対
し
て
修
正
意
見
を

提
出
し
た
の
が
第
三
説
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
立
場
か
ら
の
提
唱
に

は
'
多
分
｢
時
じ
｣
の
語
義
に
つ
い
て
の
新
解
釈
が
用
意
さ
れ
て
あ
っ
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
｡
そ
れ
が
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
｢
と
き
じ
｣
の
項
に
現

わ
れ
ず
じ
ま
い
に
な
っ
た
と
い
-
編
集
上
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡

｢
時
じ
｣
と
｢
我
じ
｣
　
｢
～
じ
も
の
｣
と
の
間
に
少
な
く
と
7
も
意
味
の
重
心

の
所
在
に
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
.
と
同
時
に
'
名
詞
の

モ

ル

フ

ェ

-

ム

下
に
つ
い
て
形
容
詞
を
つ
く
る
形
態
素
｢
じ
｣
を
含
ん
で
い
る
と
い
-
点

で
'
共
通
性
･
類
似
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
､
決
し
て
無
視
で
き
な
い
で
あ

ら
-
｡
こ
の
意
味
と
形
態
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
艶
め
て
み
る
試
み
が
'
現
時

点
で
の
課
題
で
あ
る
よ
-
に
思
-
の
で
あ
る
.

三
　
解
釈
の
デ
ー
タ
と
そ
の
吟
味

モ

ル

7

エ

-

ム

名
詞
に
下
按
す
る
形
容
詞
性
接
尾
辞
｢
じ
｣
を
'
す
べ
て
同
丁
の
形
態
素

と
し
て
そ
の
原
義
を
設
定
し
て
み
た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
す
べ
て

の
用
例
を
矛
盾
な
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.
一
つ
の
除

外
例
も
許
さ
れ
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
以
下
'
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
列
挙

し
て
'
そ
の
意
味
を
検
討
し
て
ゆ
-
0
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デ
ー
タ
の
第
1
の
グ
ル
ー
プ
は
｢
時
じ
｣
の
例
文
で
あ
る
.
｢
時
じ
｣
の
す

'
'
(
て
の
例
文
に
つ
い
て
'
｢
我
じ
く
｣
　
｢
～
じ
も
の
｣
に
お
け
る
｢
～
じ
｣
の

意
義
素
に
通
ず
る
も
の
が
検
出
さ
れ
な
け
ば
な
ら
な
い
.

み

み

が

と

き

じ

く

ま

仙
み
吉
野
の
耳
我
の
山
に
　
時
日
久
ぞ
雪
は
降
る
と
言
ふ
　
間
な
く
ぞ
雨

と
き
じ
き

は
降
る
と
言
ふ
　
そ
の
雪
の
不
時
が
如
　
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
　
隈
も

落
ち
ず
　
思
ひ
つ
つ
ぞ
来
る
　
そ
の
山
道
を
　
(
万
葉
･
巻
一
･
二
六
)

こ
れ
は
二
五
番
の
歌
の
異
伝
で
､
｢
戎
本
歌
｣
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
｡

二
五
歌
に
は
｢
時
無
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
て
'
そ
ち
ら
で
は
｢
時
な
-
｣
　
｢
時

な
き
｣
と
訓
ん
で
い
る
が
'
｢
不
時
｣
　
｢
非
時
｣
　
｢
時
じ
き
｣
と
訓
じ
て
い
る

例
か
ら
推
せ
ば
'
そ
れ
も
｢
時
じ
-
｣
　
｢
時
じ
き
｣
と
訓
じ
て
も
わ
る
く
な
い

よ
う
な
気
が
す
る
が
'
そ
れ
は
固
執
せ
ず
と
も
よ
か
ろ
-
0

｢
時
じ
く
｣
　
｢
時
じ
き
｣
が
｢
間
な
-
｣
　
｢
間
な
き
｣
と
対
を
な
し
て
い
る

点
'
｢
不
時
｣
と
い
-
表
意
的
表
記
が
あ
る
点
か
ら
'
｢
そ
の
季
節
で
な
い
｣

意
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
だ
が
'
そ

れ
だ
け
で
は
な
か
ろ
-
｡
｢
そ
の
季
節
で
な
い
の
に
雪
が
降
っ
て
い
る
｣
と
い

ぅ
の
で
あ
る
｡
｢
冬
で
な
い
の
に
冬
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
裏
白
に
降
り
覆
-

て
い
る
珍
し
さ
を
形
状
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
雪
が
降
っ
て
い
る
が
季
節
が
ほ

ず
れ
て
い
る
と
い
-
否
定
判
断
で
は
な
-
､
季
節
で
も
な
い
の
に
｢
今
を
そ
の

時
ぞ
と
ば
か
り
に
｣
と
い
-
肯
定
的
形
状
を
表
わ
し
て
い
る
点
が
'
文
港
的
機

.
′

能
か
ら
考
え
て
も
､
む
し
ろ
強
い
の
で
あ
る
｡

を

は

り

だ

あ

ゆ

ぢ

と

き

じ

く

惚
小
治
田
の
年
魚
道
の
水
を
　
間
な
-
ぞ
人
は
汲
む
と
言
ふ
　
時
日
久
ぞ

と
き
じ
き

人
は
飲
む
と
言
ふ
　
汲
む
人
の
問
な
き
が
如
　
飲
む
人
の
不
時
が
如
　
わ

ざ
も
子
に
わ
が
恋
ふ
ら
-
ほ
　
や
む
時
も
な
し
(
､
〃
･
巻
十
三
･
三
二
六

○
)

み

か

ね

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と

き

じ

く

矧
み
吉
野
の
御
金
の
寂
に
　
間
な
く
ぞ
雨
は
降
る
と
言
ふ
　
不
時
ぞ
雪
は

と

き

じ

き

ま

降
る
と
言
ふ
　
そ
の
雨
の
間
な
き
が
如
　
そ
の
雪
の
不
時
が
如
　
間
も
落

た
だ

ち
ず
吾
ほ
ぞ
恋
ふ
る
　
い
も
が
正
か
に
(
〃
･
巻
十
三
･
三
二
九
三
)

闇
闇
と
も
に
U
の
類
型
歌
で
あ
り
'
意
味
の
考
察
も
U
に
1
括
し
て
よ
い
.

三
例
と
も
｢
層
じ
｣
の
中
の
｢
時
｣
は
｢
季
節
｣
を
意
味
す
る
｡
闇
の
｢
時
じ

く
ぞ
人
は
飲
む
｣
に
つ
い
て
は
'
人
々
が
泉
の
清
水
を
掬
ぶ
と
い
-
こ
と
に
は

季
節
感
が
あ
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
'
年
魚
道
の
水
は
'
こ
れ
を
愛
す
る
人
々
が

夏
季
に
限
ら
ず
何
時
も
何
時
も
飲
む
と
い
-
の
で
あ
り
'
こ
の
泉
に
は
一
年
中

何
時
で
も
が
水
の
お
い
し
い
季
節
で
あ
る
の
で
あ
る
｡

か
む

㈲
天
地
の
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神
さ
び
て
高
-
貴
き
　
駿
河
な
る
富
士
の
高

嶺
を
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
影
も
隠
ろ
ひ
　
照
る
月
の
光

_

と

き

じ

く

も
見
え
ず
　
白
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
日
久
ぞ
雪
は
降
り
け
る
　
語

り
つ
ぎ
言
ひ
っ
ぎ
ゆ
か
む
　
富
士
の
高
嶺
は
　
(
〃
･
巻
三
二
二
一
七
)

こ
れ
も
｢
時
じ
く
｣
に
関
し
て
は
同
型
の
表
現
を
し
て
い
る
.
こ
の
歌
の
｢

時
じ
-
ぞ
雪
は
降
り
け
る
｣
は
'
今
見
れ
ば
季
節
は
ず
れ
に
雪
が
降
っ
て
い
る

と
い
う
だ
け
の
叙
景
で
は
な
い
｡
今
だ
け
で
は
な
い
'
何
時
見
て
も
冬
の
季
節

と
同
じ
よ
ケ
に
雪
が
降
っ
て
い
た
こ
と
を
含
ん
で
い
る
｡

だ
が
､
こ
こ
で
多
少
の
困
難
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
'
｢
時
じ
｣
が
連
用
形

以
外
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
場
合
に
'
意
味
の
変
容
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
｡

と

き

じ

み

ぬ

仰
山
越
し
の
風
を
時
日
見
　
寝
る
夜
落
ち
ず
家
な
る
い
も
を
か
け
て
し
の

ひ
っ
(
〃
･
巻
一
･
六
)
　
(
〃
･
巻
十
二
九
三
一
重
出
)
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山
越
し
の
風
の
絶
え
間
な
さ
を
｢
時
じ
み
｣
と
形
状
し
て
い
る
｡
だ
が
､
こ

れ
も
否
定
判
断
と
し
て
で
は
な
-
て
'
山
で
は
何
時
も
何
時
も
が
風
の
強
い
時

と
同
じ
よ
-
な
の
で
'
と
い
-
意
味
か
ら
｢
常
時
｣
の
意
が
最
も
強
-
表
面
に

出
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
時
じ
｣
の
語
幹
形
に
接
尾
辞
｢
み
｣
が
付
い
て
い
る
.

へ

と

き

じ

㈲
河
の
上
の
い
つ
藻
の
花
の
　
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
わ
が
せ
こ
　
時
日

ユ
｢
ノ異

め
や
も
　
(
〃
･
巻
四
･
四
九
1
)

結
局
は
｢
い
つ
で
も
時
節
は
ず
れ
と
い
-
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｣
な
ど
と

訳
さ
れ
て
い
る
.
｢
時
じ
-
｣
と
い
-
副
詞
的
修
飾
で
は
'
｢
常
に
｣
と
か
､

｢
珍
し
-
｣
と
か
い
-
意
味
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
'
｢
時
じ
け
め

や
も
｣
は
反
語
で
打
消
し
て
い
る
か
ら
'
こ
の
表
現
で
は
ま
さ
に
｢
時
節
で
な

い
｣
と
い
-
意
味
が
｢
時
じ
｣
の
表
面
に
出
て
い
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
.
こ

れ
ほ
ど
-
い
-
こ
と
で
あ
ろ
-
か
｡
｢
い
つ
も
い
つ
も
来
ま
せ
わ
が
せ
こ
時
じ

け
め
や
も
｣
が
言
お
う
と
し
て
い
る
め
は
'
｢
時
節
で
な
い
時
に
あ
だ
か
も
そ

の
時
節
で
あ
る
か
の
よ
-
な
顔
を
し
た
な
ど
と
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
-

か
｣
と
い
-
よ
-
な
'
や
や
複
雑
な
経
路
を
通
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ

の
た
め
に
､
｢
時
じ
｣
の
中
に
否
定
的
語
気
が
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡

あ

ひ

と

き

じ

け

m
む
つ
き
立
つ
春
の
初
め
に
　
斯
-
し
つ
つ
相
し
笑
み
て
ば
　
等
釈
自
家

め

や

も

米
也
母
　
(
〃
･
巻
十
八
･
四
二
二
七
)

こ
の
歌
は
､
い
さ
さ
か
難
解
だ
と
い
-
気
が
す
る
｡
『
日
本
古
典
文
学
大

系
』
の
頭
注
を
拝
借
し
て
掲
げ
て
み
る
｡

時
じ
け
め
や
も
ー
時
ジ
は
時
な
ら
ず
と
い
-
こ
と
｡
そ
の
時
で
な
い
時
が

あ
ろ
う
か
｡
何
時
で
も
そ
の
時
で
あ
る
意
｡
〔
大
意
〕
正
月
の
は
じ
め

に
'
こ
う
し
て
互
に
笑
顔
を
交
し
合
-
な
ら
T
全
-
時
節
に
ふ
さ
わ
し
い

喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
｡

語
釈
は
結
局
は
こ
の
通
り
に
な
る
と
恩
-
し
､
異
存
が
あ
る
け
で
は
な
わ

い
o
　
｢
何
時
で
も
そ
の
時
で
あ
る
｣
と
い
-
意
味
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
が
'

そ
こ
に
帰
結
す
る
ま
で
の
潜
流
を
考
え
て
み
た
い
.
こ
の
歌
の
｢
時
｣
は
'

｢
互
に
笑
顔
を
か
わ
す
｣
べ
き
｢
時
｣
で
あ
る
｡
そ
れ
以
外
は
考
え
ら
れ
な

い
｡
｢
春
の
初
め
｣
の
｢
時
｣
で
は
な
か
ろ
-
と
恩
-
｡
春
の
初
め
の
現
在
を

｢
時
｣
と
捉
え
て
い
る
と
す
れ
ば
'
｢
何
時
で
も
｣
と
は
続
か
な
い
｡

こ
の
歌
は
'
正
月
の
初
め
に
か
-
の
如
く
柏
笑
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
に

は
'
年
中
常
に
和
気
高
々
と
楽
し
い
笑
顔
を
か
わ
す
に
ち
が
い
な
い
.
何
時
が

そ
の
時
で
な
い
と
い
-
こ
と
は
あ
る
ま
い
'
1
3
,
年
の
始
め
に
祝
福
し
た
も
の

で
あ
ろ
-
と
思
わ
れ
る
｡
右
に
抄
出
し
た
〔
大
意
〕
の
意
味
が
'
も
し
'
正
月

の
初
め
に
互
に
笑
顔
を
か
わ
す
こ
と
が
正
月
の
時
節
に
ふ
さ
わ
し
い
と
釈
し
て

あ
る
の
な
ら
ば
'
語
釈
の
説
明
と
-
い
ち
が
い
が
あ
か
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

さ
て
､
こ
こ
で
は
｢
時
じ
け
め
や
も
｣
が
ど
-
し
て
｢
何
時
で
も
そ
の
時
で

あ
る
｣
に
帰
結
す
る
よ
-
に
な
る
の
か
o
前
述
し
て
来
た
線
で
説
き
明
か
す
こ

と
は
容
易
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

一
年
中
の
何
時
で
も
が
'
そ
の
時
で
な
い
と
い
う
時
は
な
い
'
と
.
い
う
意
味

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
-
の
で
あ
る
が
'
そ
れ
で
は
｢
時
じ
｣

は
打
消
を
本
義
と
す
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
-
な
っ
て
'
｢
我
じ
く
｣
な
ど
と
の

っ
な
が
り
が
つ
か
な
い
.
･
i
Z
と
言
っ
て
'
｢
我
じ
｣
の
本
義
が
｢
我
｣
の
打
消
･

だ
と
逆
に
取
っ
て
見
る
こ
と
も
'
日
本
語
の
文
法
形
態
か
ら
考
え
て
抵
抗
が
大

き
す
ぎ
る
｡

右
の
四
二
二
七
歌
に
お
け
る
｢
時
じ
け
め
や
も
｣
を
'
次
の
よ
-
に
考
え
て
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み
て
は
ど
-
か
.
元
日
に
こ
ん
な
に
楽
し
く
相
笑
む
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
'

一
年
中
か
-
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
ろ
-
｡
今
日
の
よ
-
な
楽

し
い
饗
宴
が
こ
れ
か
ら
何
時
催
さ
れ
よ
-
と
も
'
決
し
て
時
節
は
ず
れ
に
時
節

め
か
し
て
行
な
わ
れ
た
と
い
-
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
'
何
時
で
も
が
ま
さ

に
そ
の
時
節
で
あ
り
'
め
か
し
た
む
の
で
は
な
い
の
だ
,
と
い
う
の
で
あ
り
,

く
ど
い
言
い
ま
わ
し
の
よ
-
だ
が
'
事
'
実
ま
さ
に
屈
折
の
多
い
言
い
ま
わ
し

で
あ
っ
た
｡

四
九
1
歌
も
四
三
1
七
歌
も
'
右
の
よ
-
に
考
え
れ
ば
'
全
-
同
じ
よ
-
な

表
現
し
て
い
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
｡
四
一
三
七
の
方
は
'
｢
む
つ
き
立
つ
春

の
初
め
に
か
-
し
つ
つ
相
し
笑
み
て
は
｣
の
下
に
'
｢
年
の
内
は
何
時
も
何
時

も
か
-
て
ぞ
あ
ら
む
｣
と
い
-
旬
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
'
そ
れ

が
四
九
1
の
｢
何
時
も
何
時
も
来
ま
せ
｣
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
『
大

系
』
の
注
の
〔
大
意
〕
に
両
者
方
向
を
異
に
し
た
訳
文
を
あ
て
て
い
る
違
和
感

も
'
こ
の
操
作
で
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

四
九
1
-
い
つ
で
も
時
節
は
ず
れ
と
い
-
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｡

四
二
二
-
坐
-
時
節
に
ふ
さ
わ
し
い
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
.

こ
れ
で
は
'
類
型
歌
二
首
の
同
1
の
結
句
の
意
味
と
し
て
ほ
離
れ
す
ぎ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
｡
二
者
は
ど
ち
ら
も
｢
何
時
で
も
ま
さ
に
そ
の
時
節
だ
｣
と

い
-
気
持
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

と
き
じ
き

㈲
わ
が
や
ど
の
非
時
藤
の
　
め
づ
ら
し
-
　
今
も
見
て
し
か
　
い
も
が
笑

ま
ひ
を
　
(
〃
･
巻
八
･
1
六
二
七
)

連
体
形
を
用
い
た
例
｡
た
だ
し
'
｢
と
き
じ
き
｣
の
仮
名
表
記
例
は
な
く
､

旧
訓
は
｢
ト
キ
ナ
ラ
ヌ
｣
で
あ
る
か
ら
'
決
定
的
な
訓
と
は
言
え
な
い
が
'
ま

ず
妥
当
な
訓
で
あ
ろ
-
｡
天
平
十
二
年
六
月
､
大
伴
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
っ

た
歌
'
普
通
の
藤
.
A
J
つ
た
ら
旧
暦
で
は
三
月
か
四
月
の
頃
に
花
咲
-
｡
藤
花
の

季
節
に
は
ほ
ず
れ
て
'
珍
し
-
今
を
そ
の
季
節
で
あ
る
か
の
よ
-
に
咲
i
て
い

る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
｡

と
き
じ
き

㈲
国
見
す
る
筑
波
の
山
を
　
冬
ご
も
り
時
敷
時
と
　
見
ず
て
行
か
は
ま

こ
ほ

し
て
恋
し
み
　
(
〃
･
巻
三
･
三
八
二
)

こ
れ
な
ど
も
｢
そ
の
季
節
で
な
い
｣
と
い
-
否
定
に
重
心
の
置
か
れ
た
表
現

で
あ
る
が
'
季
節
は
ず
れ
に
そ
の
季
節
で
あ
る
か
の
よ
-
な
顔
を
し
て
山
に
登

る
の
は
気
が
ひ
け
る
と
思
っ
て
云
云
と
い
-
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
決
定
的
な

除
外
例
と
は
な
る
ま
い
｡

た

ぢ

ま

も

り

㈹
す
め
ろ
き
の
神
の
大
御
代
に
　
田
道
間
守
常
世
に
渡
り
　
八
矛
持
ち

ま

ゐ

で

こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

く

　

　

こ

参
出
来
し
時
　
時
じ
-
の
香
の
木
を
実
を
　
畏
-
も
の
こ
し
給
へ
れ
(
中

よ

ろ

と

き

じ

く

略
)
　
宜
し
な
へ
こ
の
橘
を
　
等
伎
自
久
の
香
の
木
の
実
と
　
名
づ
け
け

ら
し
も
　
(
〃
･
巻
十
八
･
四
二
一
)

と

き

じ

く

仙
橘
は
花
に
も
実
に
も
見
つ
れ
ど
も
　
い
や
時
日
久
に
　
な
は
し
兄
が
は

し

　

(

〃

･

〃

･

四

一

二

1

)

｢
時
じ
-
の
｣
と
言
い
'
｢
時
じ
-
に
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
通
常
の
形
容
詞

に
は
な
い
使
い
か
た
で
あ
る
｡
連
用
形
に
体
言
性
を
持
た
せ
た
と
も
説
明
で
き

る
が
'
む
し
ろ
連
用
形
の
副
詞
へ
の
転
成
･
定
着
の
方
向
を
認
め
る
こ
と
で
説

明
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
｡
意
味
面
で
は
'
｢
時
じ
く
の
｣
は
形
容
詞
相
当
'
｢
時

じ
-
に
｣
は
副
詞
相
当
で
あ
り
'
㈹
は
他
の
果
物
の
な
い
季
節
に
'
こ
の
橘
だ

け
が
何
時
で
も
そ
の
季
節
で
あ
る
か
の
よ
-
実
を
結
ん
で
い
る
さ
に
ま
を
形
容

し
て
い
る
し
'
肌
は
'
何
時
見
て
も
他
に
花
も
実
も
見
ら
れ
な
い
季
節
だ
け
に
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珍
し
-
思
わ
れ
て
と
言
っ
て
い
る
｡
時
な
ら
ぬ
頃
に
時
め
い
て
い
る
の
が
｢
時

じ
｣
の
本
義
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
｡

第
二
の
類
は
孤
立
し
た
例
し
か
な
い
が
'
｢
我
じ
く
｣
で
副
詞
と
定
め
て
お

い
て
よ
か
ろ
う
｡

わ

れ

じ

-

い

は

凋
立
ち
別
れ
君
が
い
ま
き
は
敷
島
の
人
は
和
礼
自
久
　
療
ひ
て
得
た
む

(
〃
･
巻
十
九
･
四
二
八
〇
)

｢
わ
れ
じ
-
｣
は
'
｢
私
の
よ
-
に
｣
と
か
｢
わ
が
事
の
よ
-
に
｣
と
か
解

釈
さ
れ
て
い
る
.
前
者
な
ら
ば
｢
私
以
外
の
人
も
私
と
同
様
巴
と
い
う
意
味

に
な
ろ
う
L
t
後
者
な
ら
ば
'
君
に
直
接
関
係
の
な
い
も
の
で
も
'
自
分
の
事

の
よ
う
に
｣
と
い
-
こ
と
に
な
ろ
-
.
｢
誰
も
が
｣
と
い
う
含
み
が
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
｡
こ
こ
の
意
味
の
あ
り
か
た
が
'
前
述
の
｢
時
じ
く
｣
の
そ
れ

に
一
脈
の
通
ず
る
A
]
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
｡

『
万
葉
集
注
釈
』
　
(
沢
潟
)
に
は
'
橋
本
四
郎
氏
の
説
を
援
用
し
て
次
の
如

-
注
し
て
あ
る
｡

人
は
我
じ
-
1
｢
我
じ
-
｣
は
'
吾
の
如
-
､
の
意
と
思
は
れ
る
が
,
こ

の
｢
じ
く
｣
に
つ
い
て
は
'
橋
本
四
郎
君
が
｢
上
代
の
形
容
詞
語
尾
ジ

に
つ
い
て
｣
　
(
万
葉
帯
紙
謂
)
の
中
で
'
こ
の
｢
ジ
｣
は
カ
モ
ジ
モ

ノ
な
ど
の
ジ
と
同
じ
-
､
や
は
り
打
消
の
ジ
に
つ
な
が
る
も
の
で
'
ワ

レ
ジ
ク
と
い
ふ
連
用
形
は
｢
我
が
事
で
は
な
い
の
に
ま
る
で
我
が
事
で

あ
る
か
の
や
-
に
｣
の
意
と
述
べ
ら
れ
た
の
に
従
ふ
べ
き
だ
と
恩
ふ
?

こ
の
橋
本
氏
の
｢
わ
が
事
で
は
な
い
の
に
ま
る
で
我
が
事
で
あ
る
か
の
や
-

に
｣
と
い
う
語
義
の
捉
え
か
た
は
'
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
,
大

体
に
お
い
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
-
｡
単
に
｢
我
の
如
く
｣
と
解
し

た
の
で
は
'
｢
我
じ
く
｣
の
微
妙
な
表
現
性
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た

だ
'
前
に
も
触
れ
た
よ
-
に
'
｢
じ
｣
が
打
消
の
｢
じ
｣
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
点
に
は
'
に
わ
か
に
同
意
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
｡
こ
の
副
詞

｢
我
じ
-
｣
の
持
つ
表
現
的
意
味
の
中
に
は
'
橋
本
氏
の
釈
義
に
見
ら
れ
る
よ

ぅ
に
'
二
つ
の
要
素
の
か
ら
み
あ
い
が
あ
る
｡

A
　
わ
が
事
で
は
な
い
の
に

B
　
ま
る
で
わ
が
事
で
あ
る
か
の
よ
-
に

A
B
い
ず
れ
の
要
素
が
原
義
で
あ
る
の
か
｡
｢
我
じ
-
｣
の
場
合
で
考
え
る

と
t
 
B
の
｢
ま
る
で
わ
が
事
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
が
'
｢
斎
戒
L
t
仏
神
に

祈
っ
て
待
つ
｣
と
い
-
述
語
の
意
味
に
直
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
よ
り

核
心
的
な
意
味
は
'
打
消
で
は
な
-
て
､
や
は
り
比
況
で
あ
る
の
で
は
な
い

か
｡
A
と
B
七
の
本
末
に
つ
い
て
考
え
る
と
t
 
B
は
そ
の
論
理
的
必
然
と
し
て

A
を
内
に
含
む
の
で
あ
る
｡
語
の
原
義
に
由
来
し
な
く
て
も
A
ほ
B
の
中
に
随

伴
的
に
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
｡

甲
が
'
ま
る
で
乙
で
あ
る
か
の
よ
-
に

と

い

う

表

現

で

は

'

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

甲
は
乙
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
必
然
の
条
件
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と

が
た
だ
ち
に
｢
乙
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
　
(
B
)
が
｢
乙
で
は
な
い
｣
　
(
A
)

と
等
義
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｡

こ
れ
が
逆
に
'
｢
甲
は
乙
で
は
な
い
｣
と
い
-
否
定
表
現
(
A
)
が
｢
甲
が

ま
る
で
乙
で
あ
る
か
の
よ
う
に
｣
と
い
-
比
況
(
B
)
に
転
化
し
て
ゆ
く
と
い

ぅ
こ
と
は
'
到
底
あ
り
得
べ
く
も
な
い
｡
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｢
我
じ
く
｣
の
｢
じ
く
｣
は
'
打
消
の
辞
で
あ
っ
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い
｡
文

法
的
性
格
は
や
は
り
比
況
に
あ
っ
て
､
そ
れ
が
我
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
た

め
に
付
け
た
接
尾
辞
で
は
な
ぐ
'
君
の
無
事
を
祈
っ
て
待
つ
人
々
が
､
君
に
縁

故
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
ひ
と
し
も
自
分
の
事
の
よ
う
に
切
実
に
そ
う
す
る

に
ち
が
い
な
い
'
と
い
-
と
,
)
ろ
聖
一
己
語
的
意
味
の
核
心
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
｡

第
三
の
類
は
｢
～
じ
も
の
｣
の
形
態
を
示
す
群
で
あ
る
｡

個
真
木
さ
-
桧
の
つ
ま
で
を
　
も
の
の
ふ
の
や
そ
う
ぢ
川
に
　
玉
藻
な
す

浮
か
べ
流
せ
れ
　
そ
を
取
る
と
き
わ
-
御
民
も
　
家
忘
れ
身
も
た
な
知
ら

じ
も
の

ず
　
鴨
白
物
水
に
浮
き
居
て
　
(
〃
･
巻
1
･
五
〇
)

掴
世
の
中
を
背
き
し
得
ね
は
　
か
ぎ
ろ
ひ
の
も
ゆ
る
荒
野
に
　
自
た
へ
の

あ

ま

ひ

れ

じ

も

の

天
領
巾
隠
り
　
鳥
白
物
朝
J
j
L
ち
い
ま
し
て
　
入
日
な
す
隠
り
忙
し
か
ば

(
〃
･
巻
二
･
二
一
〇
)
　
(
二
二
二
重
出
)

へ

個
波
の
上
を
い
行
き
さ
ぐ
-
み
　
岩
の
間
を
い
行
き
も
と
は
り
　
い
な
び

う
ら
み

つ
ま
浦
廻
を
過
ぎ
て
鳥
白
物
な
づ
さ
ひ
ゆ
げ
は
　
)
〃
･
巻
四
･
五
〇
九
)

㈹
鳥
白
物
海
に
浮
き
ゐ
て
　
沖
つ
波
騒
く
を
聞
け
ば
　
あ
ま
た
か
な
し
も

(

〟

･

七

･

こ

払

四

)

　

　

　

　

　

　

　

と

こ

じ

も

の

抑
玉
ぼ
こ
の
道
の
隈
胆
に
　
草
手
折
り
柴
取
り
敷
き
て
　
床
自
母
能
う
ち

恥
鋳
て
思
ひ
つ
つ
嘆
き
臥
せ
ら
-
(
〝
･
巻
･
八
八
J
f
J
)
a

個
石
の
上
布
留
の
き
｣
と
は
　
た
わ
や
め
の
惑
ひ
町
よ
り
て
馬
屑
物
縄
取

り
付
け
　
(
〃
･
巻
六
二
〇
一
九
)

L
L
じ
も
の

個
鹿
猪
白
物
弓
矢
か
-
み
て
　
天
ざ
か
.
る
夷
べ
に
ま
か
る
　
(
〃
･
〃
･

〟
)

ひ
な

こ

ろ

も

で

じ

も

の

鋤
速
川
の
行
-
も
知
ら
に
　
衣
手
の
か
へ
る
も
知
ら
に
　
馬
白
物
立
ち

て
つ
ま
づ
-
　
(
〃
･
巻
十
三
･
三
二
七
六
)

臥
配
凱
翫
か
た
だ
独
り
し
て
軸
が
最
の
か
な
し
き
わ
が
子
　
(
″
･

巻
二
十
･
四
四
〇
八
)

『
万
葉
』
の
用
例
は
右
の
如
-
で
あ
る
｡
長
歌
は
そ
の
部
分
だ
け
を
抜
き
書

き
し
た
｡
｢
～
じ
も
の
｣
の
意
味
は
｢
～
の
よ
-
に
｣
ま
た
は
｢
～
で
で
も
あ

る
か
の
よ
-
に
｣
と
取
っ
て
見
る
と
よ
-
わ
か
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
.
こ
の

場
合
に
も
'
｢
じ
｣
の
意
味
は
打
消
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
こ
と
'
そ
れ

が
傾
聴
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
は
'
前
述
の
如
く
で
あ
る
｡

打
消
説
を
提
唱
さ
れ
た
橋
本
四
郎
氏
の
論
を
引
い
て
そ
の
説
を
用
い
ら
れ
た

沢
潟
博
士
の
『
万
葉
集
注
釈
』
の
文
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
-
0

シ
シ

鴨
じ
も
の
1
｢
鹿
じ
も
の
｣
　
｢
鳥
じ
も
の
｣
と
同
じ
く
鴨
の
如
き
も
の

と
普
通
訳
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
｢
じ
｣
は
橋
本
四
郎
氏
に
よ
れ
ば
'

｢
じ
｣
と
同
じ
く
､
本
来
は
打
消
を
も
っ
た
も
の
で
､
似
て
非
庵
る
も
の

を
示
す
要
素
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
｡
従
っ
て
こ
の
や
う
な
誓
愉
の
場

合
佐
用
ゐ
ら
れ
易
い
の
で
あ
る
o
も
と
も
と
｢
鴨
じ
｣
と
い
ふ
シ
ク
活
形

容
詞
の
語
幹
と
｢
も
の
｣
と
が
熟
合
し
た
体
言
で
､
そ
れ
が
連
用
修
飾
語

と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
｡
体
言
が
助
詞
を
伴
は
ず
に
連
射
修
飾
語
に
な

る
と
い
ふ
こ
と
は
体
言
一
般
の
用
法
か
ら
見
れ
ば
特
殊
で
あ
る
が
'
形
式

名
詞
の
場
合
は
｢
ま
ま
｣
　
｢
む
た
｣
　
｢
な
へ
｣
の
や
う
に
副
詞
を
作
る
も

の
が
あ
り
'
副
助
詞
の
多
-
が
形
式
名
詞
由
来
で
あ
り
､
｢
も
の
｣
　
｢
ゆ

ゑ
｣
の
や
-
に
接
続
助
詞
に
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
形
式

l

　

⊥

'

i′

▼
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名
詞
の
も
つ
は
た
ら
き
の
1
つ
に
連
用
修
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
-
か
'
と
い
-
の
で
あ
る
｡

前
に
述
べ
､
た
私
見
と
も
関
連
す
る
が
'
た
と
え
ば
｢
鴨
じ
も
の
｣
が
｢
鴨
で

な
い
も
の
｣
に
つ
い
て
鴨
の
属
性
の
一
つ
で
あ
る
水
に
浮
い
て
行
動
し
て
い
る

･
と
い
う
状
態
に
似
る
と
い
-
こ
と
せ
表
わ
す
副
詞
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
'
｢
鴨
で
は
な
い
も
の
を
｣
と
訳
し
て
も
文
理
が
通
ず
る
こ
と
も
確
か

で
あ
る
｡
第
二
説
の
根
拠
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
だ
が
'
こ
れ
も
前
述

し
た
所
と
関
連
す
る
が
､
｢
鴨
-
じ
｣
で
否
定
文
を
作
る
と
見
な
す
こ
と
が
'

形
億
論
上
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
と
考
え
る
｡
そ
の
逆

を
取
っ
て
｢
鴨
じ
｣
が
｢
鴨
の
よ
-
だ
｣
と
い
-
意
味
の
形
容
詞
を
作
っ
て
い

る
と
見
な
せ
ば
'
そ
の
主
格
に
立
つ
も
の
は
当
然
鴨
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｢
じ
｣
を
打
消
で
あ
る
と
い
-
解
釈
を
捨

て
て
も
'
第
二
説
と
同
じ
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡

｢
鴨
じ
も
の
｣
以
下
の
｢
～
じ
も
の
｣
の
意
味
･
用
法
は
全
-
同
型
を
な
し

て
い
渇
が
'
こ
こ
に
す
こ
ぶ
る
趣
き
を
異
に
し
た
｢
～
じ
も
の
｣
の
例
文
が
あ

る
｡

鋤
斯
天
日
嗣
高
御
座
乃
業
者
'
御
命
爾
坐
世
'
伊
夜
嗣
蘭
､
汝
栗
御
命
間
者
止
､

勅
夫
御
命
平
､
畏
白
物
受
賜
理
坐
天
'
食
国
天
下
乎
恵
賜
比
治
賜
布
問
爾
'
(
続

紀
宣
命
二
四
･
天
平
勝
宝
元
年
七
月
)

お

ほ

み

こ

と

ま

(
こ
の
天
つ
日
嗣
高
御
座
の
業
は
'
御
　
命
に
坐
せ
'

み

こ

と

　

　

　

　

め

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

か

し

こ

が
御
命
聞
こ
し
看
せ
と
､
の
り
た
ま
ふ
御
命
を
'
畏

を

な

い
や
嗣
ぎ
に
'
汝

じ
も
の
う
け
た
ま

は
り
ま
し
て
'

｢
畏
白
物
｣
が

食
す
国
天
の
下
を
恵
み
た
ま
ひ
治
め
た
ま
ふ
間
に
､
)

｢
か
し
こ
じ
も
の
｣
と
訓
む
べ
き
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
｢
自

物
｣
が
細
字
に
し
て
い
な
い
こ
と
は
'
こ
れ
を
助
辞
と
す
る
意
識
が
な
く
｢
か

し
こ
じ
も
の
｣
を
単
一
の
語
詞
と
感
ず
る
気
持
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
思

わ
れ
る
｡

さ
て
'
前
に
列
挙
し
た
｢
～
じ
も
の
｣
は
｢
～
｣
が
名
詞
で
あ
っ
た
の
に
'

こ
の
鋤
だ
け
は
形
.
容
詞
の
語
幹
に
｢
じ
も
の
｣
を
付
け
た
構
成
で
あ
る
｡
そ
し

て
｢
し
か
じ
か
で
な
い
の
に
し
か
じ
か
で
あ
る
か
の
よ
-
に
｣
と
い
-
意
味

は
'
こ
の
例
に
だ
け
認
め
ら
れ
な
い
o
　
｢
畏
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
に
｣
で
は
勿

論
あ
り
得
ず
'
｢
畏
き
も
の
の
如
-
｣
で
も
文
意
を
破
壊
し
て
し
ま
-
｡
つ
ま

り
へ
　
こ
れ
だ
け
が
｢
～
じ
も
の
｣
の
除
外
例
と
な
っ
て
い
る
｡

語
義
研
究
の
鍵
を
除
外
例
が
卸
っ
て
握
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
思
-
0

｢
畏
じ
も
の
｣
が
か
し
こ
む
さ
ま
の
形
容
で
あ
る
と
い
-
点
は
'
｢
雪
じ
も

の
｣
等
が
｢
雪
の
よ
.
-
に
白
い
｣
等
の
さ
ま
の
形
容
で
あ
る
の
と
'
基
本
的
な

一
点
で
は
相
通
っ
て
い
た
1
j
思
わ
れ
る
｡
た
だ
他
の
｢
～
じ
も
の
｣
が
属
性
の

比
較
に
お
い
で
の
類
似
を
表
わ
し
た
の
に
対
し
て
'
こ
れ
は
畏
く
思
-
心
か
さ

な
が
ら
挙
動
姿
態
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
形
容
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
.
｢
-
辛
-
や
し
-
｣
と
か
'
｢
か
し
こ
げ
に
｣
と
か
い
-
意
味
に
取
ら
な

い
と
'
右
の
例
文
は
解
釈
で
き
な
い
｡
こ
の
事
実
は
､
上
代
の
形
容
詞
性
接
尾

辞
｢
じ
｣
の
意
味
を
知
る
上
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡

か
り
覧
糾
述
の
贋
二
説
に
従
っ
て
｢
じ
｣
の
本
原
的
意
味
が
打
消
に
あ
っ
た

と
考
え
た
場
合
'
右
の
鋤
の
｢
畏
じ
も
の
｣
は
'
意
味
が
転
化
し
て
打
消
の
要

素
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
-
考
え
る
こ
と

自
体
は
さ
し
つ
か
え
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
｢
畏
じ
も
の
｣
と
い
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-
語
が
そ
れ
程
新
し
い
も
の
と
も
見
え
な
い
の
だ
か
ら
'
右
の
考
え
に
も
弱
点

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
｡
む
し
ろ
'
｢
じ
｣
は
体
言
ま
た
は
体
言
性
の
語
に
付

い
て
'
そ
の
も
の
の
さ
な
が
ら
の
状
態
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
示
す
形
容
詞
を
つ

く
る
接
尾
辞
で
'
そ
れ
が
｢
我
じ
-
｣
　
｢
雪
じ
も
の
｣
の
よ
-
な
使
わ
れ
か
た

を
す
る
と
文
脈
か
ら
随
伴
す
る
意
味
と
し
て
｢
我
に
あ
ら
ぬ
者
も
｣
　
｢
雪
に
は

あ
ら
ぬ
物
を
｣
な
ど
が
加
え
ら
れ
'
｢
時
じ
-
｣
で
は
語
義
が
根
本
的
に
変
化

し
た
わ
け
で
は
な
い
が
｢
季
節
に
あ
ら
ぬ
に
｣
の
印
象
が
よ
り
強
く
な
っ
た
の

で
あ
る
と
解
し
た
方
が
'
妥
当
値
監
畠
む
で
あ
ろ
う
｡

付
記
　
こ
の
稿
は
昭
和
4
8
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
(
総
合
研
究
A
)
の
交
付

を
受
け
て
行
な
っ
た
研
究
の
一
部
で
あ
る
｡

(
昭
和
4
9
･
4
)
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