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語

形

と

　

語

義

と

　

表

現

と

-
　
辞
書
の
使
命
と
そ
の
限
界
1

1
　
論
の
い
と
ぐ
ち
に

辞
書
ほ
ど
あ
り
が
た
い
も
の
は
な
い
｡
そ
し
て
逆
説
的
だ
が
辞
書
ほ
ど
厄
介

な
も
の
は
な
い
｡
古
典
を
読
む
時
に
'
座
右
に
欠
か
せ
な
い
も
の
は
辞
書
で
あ

る
が
'
辞
書
が
常
に
正
し
い
知
識
を
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡
つ
ぎ

つ
ぎ
に
新
し
い
辞
書
が
出
版
さ
れ
'
改
善
も
さ
れ
'
ま
す
ま
す
便
利
に
も
な
っ

て
い
る
が
'
完
全
で
誤
り
の
な
い
辞
書
の
出
現
は
望
む
方
が
無
理
で
あ
る
｡
百

パ
ー
セ
ン
ト
保
証
で
き
る
辞
書
と
し
て
推
薦
さ
れ
る
も
の
は
'
現
実
に
は
ま
ず

あ
る
ま
い
｡
辞
書
の
利
用
法
は
､
そ
の
語
義
解
説
を
一
応
の
参
考
と
し
て
'
具

体
的
な
表
現
例
に
つ
い
て
適
合
す
る
か
否
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
｡
も

と
も
と
辞
書
と
い
う
も
の
は
'
現
実
の
表
現
例
を
集
め
て
'
そ
こ
か
ら
帰
納
的

に
語
義
を
考
え
て
記
述
す
る
の
で
あ
る
｡
表
現
例
文
が
片
寄
っ
て
い
た
と
か
'

原

　

　

田

　

　

芳

　

　

起

極
端
に
少
な
か
っ
た
と
か
い
う
場
合
､
そ
の
解
釈
作
業
が
完
全
に
行
な
わ
れ
な

い
場
合
も
し
ば
し
ば
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
例
文
の
集
収
が
ま
た
極
め
て
困
難
極

ま
る
作
業
で
あ
る
｡
そ
の
例
文
の
原
典
が
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い

で
'
そ
の
本
文
さ
え
確
立
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
古
典
に
は
随
分
と
あ
る
｡
そ

ん
な
わ
け
で
'
辞
書
の
編
集
に
は
'
と
も
す
れ
ば
は
ま
り
易
い
欠
陥
･
弱
点
が

あ
り
'
い
わ
ゆ
る
泣
き
ど
こ
ろ
が
あ
る
｡
先
行
の
語
棄
集
な
り
辞
書
な
り
の
犯

し
た
誤
り
を
'
安
易
に
踏
襲
し
て
し
ま
う
こ
と
が
'
避
け
に
く
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
¢
例
文
の
孫
引
き
は
避
け
る
方
針
を
取
っ
て
い
て
も
'
同
じ
例
文
を
採

用
し
な
け
れ
ば
'
他
に
用
例
が
見
あ
た
ら
な
い
場
合
は
'
同
じ
例
文
を
載
せ
ざ

る
を
得
な
い
｡
先
行
辞
書
の
例
文
に
従
っ
て
'
改
め
て
検
討
し
て
み
る
労
力
を

省
い
て
し
ま
う
こ
と
も
珍
し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

実
例
を
あ
げ
て
考
え
て
み
る
｡
宇
津
保
物
語
に
'
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う

語
を
含
ん
だ
表
現
例
が
お
お
よ
そ
八
例
あ
る
｡
宇
津
保
に
は
八
例
も
あ
る
が
'
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他
の
作
品
に
は
晴
蛤
日
記
に
一
例
あ
る
だ
け
で
､
分
布
が
は
な
は
だ
し
く
局
限

さ
れ
て
い
る
｡
枕
草
子
に
も
源
氏
物
語
に
も
全
く
こ
の
語
形
は
見
当
た
ら
な
い

の
で
あ
る
｡
こ
の
八
つ
の
表
現
例
を
'
ま
ず
辞
書
的
先
入
主
な
し
に
吟
味
し
て

み
る
と
'
貴
人
の
革
と
か
馬
と
か
を
'
下
人
が
た
い
ま
つ
を
手
に
持
っ
て
先
導

し
っ
っ
'
行
く
手
を
照
明
し
て
い
る
形
を
考
え
た
く
な
る
｡
こ
の
直
観
的
な
印

象
的
な
'
し
か
し
や
や
漠
然
と
し
た
理
解
を
た
し
か
め
る
に
は
'
ま
ず
辞
書
が

ど
う
処
理
し
て
い
る
か
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
理
解
を
確
か
な
も

の
と
す
る
た
め
に
は
'
宇
津
保
物
語
･
蛤
蛤
日
記
に
見
ら
れ
た
九
つ
の
表
現
例

と
辞
書
の
記
述
と
の
問
を
い
く
た
び
か
往
き
つ
戻
り
つ
し
て
考
察
を
進
め
て
見

る
外
に
途
も
な
か
ろ
う
｡
辞
書
だ
け
を
物
指
し
に
し
て
こ
の
現
実
の
表
現
例
の

意
味
を
測
定
し
て
み
る
こ
と
は
'
か
な
り
危
険
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

辞
書
で
は
'
ど
れ
を
取
っ
て
見
て
も
'
｢
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
語
形
で
採
録

さ

し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
語
形
を
｢
割
き
松
｣
の
音
便
形
で
あ
る
と
定
め
て
い

た

つ

る
｡
｢
た
い
ま
つ
｣
が
｢
焚
い
松
｣
で
あ
り
'
｢
つ
い
ま
つ
｣
が
｢
続
い
松
｣
で

あ
る
の
と
､
同
じ
よ
う
に
処
理
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡

し
か
る
に
'
現
実
の
表
現
例
の
中
に
は
'
｢
さ
い
ま
つ
｣
　
と
い
う
語
例
は
全

く
な
い
｡
は
た
し
て
｢
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
単
語
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
'
す

こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
｡
仮
り
に
実
在
し
た
と
し
て
も
'
表
現
例
の
ど
こ
を
と
ら
え

て
'
松
樹
赤
心
(
松
明
)
を
細
-
割
い
た
も
の
と
い
う
語
原
を
認
め
る
の
か
｡

単
な
る
想
像
説
を
超
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡

源
氏
物
語
に

御
さ
き
の
松
ほ
の
か
に
て
'
い
と
し
の
び
て
出
で
給
ふ
｡
(
夕
顔
)

と
い
う
文
例
が
あ
る
｡
｢
み
さ
き
の
松
｣
は
　
｢
み
さ
き
-
松
｣
　
な
る
複
合
語
形

を
成
立
せ
し
め
得
る
｡

枕
草
子
に

ヽ
一め

い
と
暗
う
闇
な
る
に
'
さ
き
に
と
も
し
た
る
ま
つ
の
け
ぶ
り
の
香
の
'
革
の

う
ち
に
か
が
え
た
る
も
を
か
し
｡
(
い
み
じ
う
暑
き
頃
)

と
あ
る
､
車
の
先
頭
に
松
明
を
持
っ
た
お
の
こ
が
先
導
し
て
い
る
｡
作
者
自
身

の
牽
だ
か
ら
｢
先
に
立
つ
燈
火
｣
　
と
い
う
意
味
に
な
り
'
｢
さ
き
-
ま
つ
｣
の

語
形
を
成
立
せ
し
め
得
よ
う
｡

大
い
な
る
木
ど
も
の
も
と
に
卓
を
立
て
た
れ
ば
'
ま
つ
の
け
ぶ
り
の
た
な

び
き
て
'
(
な
は
世
に
め
で
た
き
物
)

と
い
う
表
現
で
も
'
童
と
拒
火
と
の
位
置
関
係
は
前
例
に
同
じ
と
知
ら
れ
る
｡

芋
津
保
物
語
･
晴
蛤
日
記
の
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
の
表
現
例
に
お
け
る
た
い
ま

っ
を
取
る
お
の
こ
の
位
置
は
'
源
氏
物
語
･
枕
草
子
の
先
導
す
る
松
明
の
場
合

と
同
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
辞
書
の
記
述
を
尺
度
と
し
た
文
意
測
定
は
'
は

た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
､
吟
味
の
要
が
あ
ろ
う
｡

二
　
御
さ
い
ま
つ
-
そ
の
表
現
例
と
辞
書

前
項
に
続
け
て
'
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
｡
の
語
形
･
語
義
に
関
し
て
'
表
現
例
と

辞
書
と
の
問
を
往
復
し
て
み
よ
う
｡
煩
を
い
と
わ
ず
'
全
部
の
例
文
を
列
挙
す

る
｡
引
用
は
'
字
津
保
物
語
本
文
と
索
引
本
文
福
(
瞥
幽
般
)
に
依
る
.
(
数
字
は
そ

の
貢
数
｡

句
読
及
び
右
傍
括
弧
内
の
書
入
れ
は

原
田
の
私
見
に
よ
る
原
態
復
原
｡

空
か
ず
み
弘
㌢
い
づ
と
て
,
御
さ
い
ま
つ
と
も
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
左
近

の
ぞ
う
ち
か
ま
さ
に
う
ち
か
づ
け
て
い
り
ぬ
.
(
俊
蔭
二
　
1
四
)
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御
さ
き
の
松
ほ
の
か
に
て
'
い
と
し
の
び
て
出
で
総
ふ

h
u
た
カ

L
V
 
I
y
 
I
.
∨

甥
が
け
　
]
く
l
V

と
い
う
文
例
が
あ
る
｡
｢
み
さ
き
の
松
｣
は
｢
み
さ
き
-
松
｣
な
る
複
合
語
形

の
ぞ
う
ち
か
ま
さ
に
う
ち
か
づ
け
て
い
り
ぬ
｡
(
俊
蔭
･
二
四
)

闇
お
は
む
さ
い
ま
つ
と
も
し
た
る
こ
と
､
ら
う
よ
り
み
な
み
に
御
ま
へ
に

む
き
て
'
む
ま
だ
し
よ
り
む
ま
と
ゞ
め
ま
で
ひ
ま
な
-
'
か
ち
の
き
ぬ
き

た
る
お
の
こ
ど
も
と
も
し
た
り
｡
(
祭
の
使
･
三
九
八
)

制
御
ぜ
ん
の
御
さ
い
ま
つ
と
も
し
た
る
兵
衛
の
ぜ
う
ど
も
に
は
か
に
い
る

に
､
お
ど
ろ
き
み
給
｡
(
祭
の
使
･
三
九
七
)

刷
上
い
で
お
は
し
ま
し
て
'
み
な
人
い
だ
さ
せ
給
ふ
｡
徹
と
の
あ
ぶ
ら
げ

(
を
だ
に
)

た
せ
た
ま
ふ
｡
御
さ
い
ま
つ
ど
も
に
き
た
に
け
た
せ
姶
て
'
ま
う
の
ぼ
ら

せ
給
ふ
｡
(
内
侍
の
か
み
･
八
二
三
)

(
に
た
に
)

㈲
ま
へ
に
は
'
も
の
し
あ
げ
ぼ
り
う
ち
て
'
か
た
に
あ
り
｡
近
衛
づ
か
さ

(
さ
く
わ
ん
)
　
　
　
(
御
)

の
も
の
ど
も
み
な
あ
り
｡
ぞ
う
四
人
'
さ
う
か
う
四
人
'
を
さ
い
ま
つ
と

も
し
た
り
｡
(
蔵
開
中
二
一
四
二
)

㈲
御
さ
い
ま
つ
と
も
し
わ
た
し
て
'
は
や
る
む
ま
に
の
り
'
お
り
ま
は
し

て
お
は
す
る
御
さ
ま
を
'
-
る
ま
ど
も
お
も
て
を
さ
し
い
で
つ
～
見
る
｡

(
蔵
開
下
･
二
八
〇
)

冊
｢
ミ
ひ
を
く
ら
う
な
さ
ん
｣
と
て
､
御
さ
い
ま
つ
も
く
ら
う
な
さ
せ
給

へ
ば
'
さ
る
や
う
こ
そ
は
あ
ら
め
と
て
'
ま
づ
お
り
給
て
'
宮
た
ち
お
ろ

し
た
て
ま
つ
り
給
う
｡
(
国
譲
下
･
一
六
三
〇
)

㈲
お
は
宮
の
お
は
ぢ
よ
り
の
ぼ
り
給
へ
ば
､
お
は
く
の
左
右
の
物
み
ぐ
る

ま
'
う
ち
ま
で
た
て
た
り
｡
よ
し
づ
か
に
'
月
の
ひ
か
り
の
ど
と
く
に
あ

(
に
た
に
)

り
｡
御
前
ま
つ
き
た
き
と
も
し
た
り
｡
(
回
議
下
･
一
六
〇
八
)

解
釈
作
業
の
手
順
を
辿
る
必
要
も
あ
っ
て
本
文
編
の
字
面
に
そ
の
ま
ま
従
っ

た
の
で
'
底
本
の
誤
写
に
よ
る
本
文
の
欠
陥
も
あ
る
｡
㈲
の
｢
御
さ
い
ま
つ
ど

も
に
き
た
に
け
た
せ
｣
　
の
　
｢
に
き
た
に
｣
　
は
い
か
な
る
誤
写
か
見
当
が
つ
か

な
い
｡
私
も
角
川
文
庫
宇
津
保
物
語
の
校
注
の
際
に
'
｢
御
さ
い
ま
つ
し
り
ぞ

た

ぴ

け
'
燈
火
消
た
せ
給
ひ
て
｣
と
改
め
読
ん
で
み
た
が
､
無
理
な
改
訂
を
し
た
こ

と
を
反
省
し
て
い
る
｡
｢
に
き
｣
二
字
を
｢
を
｣
一
字
の
誤
写
と
見
て
'
｢
御
さ

い
ま
つ
ど
も
を
だ
に
け
た
せ
｣
が
穏
や
か
か
｡
と
も
あ
れ
'
棚
の
文
章
は
仲
忠

母
の
参
内
を
人
々
の
眼
か
ら
隠
す
た
め
に
御
さ
い
ま
つ
を
消
さ
せ
た
こ
と
を
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
㈲
の
｢
か
た
に
あ
り
｣
が
わ
か

も

の

し

ら
な
い
｡
｢
か
｣
は
｢
に
｣
の
誤
写
で
'
こ
の
箇
所
の
文
意
は
'
｢
前
に
は
物
仕

あ
げ
ば
り

畷
舎
打
ち
て
､
に
た
に
あ
り
｣
で
'
｢
に
た
に
｣
は
　
｢
甚
だ
多
く
｣
　
の
意
の
形

容
動
詞
｡
(
参
照
､
平
安
文
学
研
究
第
十
四
輯
･
拙
稿
･
幻
の
形
容
動
詞
　
｢
に

た
に
｣
の
認
定
)
｢
さ
う
か
う
四
人
｣
は
'
上
の
｢
ぞ
う
四
人
｣
が
｢
尉
四
人
｣

の
意
で
あ
る
の
と
並
べ
て
｢
志
四
人
｣
で
あ
り
'
｢
さ
く
わ
ん
四
人
｣
　
を
誤
写

さ
る
が
う

し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
｢
散
楽
四
人
｣
と
改
め
て
読
む
の
は
､
文

脈
に
適
合
し
な
い
の
で
は
な
い
か
｡
｢
を
さ
い
ま
つ
｣
　
は
　
｢
衛
｣
　
の
草
体
と

｢
越
｣
　
の
草
体
と
の
ま
ざ
れ
で
'
他
の
多
く
の
例
に
合
わ
せ
て
　
｢
御
さ
い
ま

つ
｣
と
改
め
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
0
闇
の
｢
お
は
む
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
表
記
面

も
'
い
さ
さ
か
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
｡
く
ら
べ
馬
(
競
馬
)
の
'
馬
の
走

る
道
を
照
明
す
る
た
い
ま
つ
で
あ
る
か
ら
'
｢
お
ほ
ん
｣
　
と
い
う
最
高
の
接
頭

語
を
こ
こ
に
だ
け
冠
す
る
理
由
も
見
出
だ
し
に
-
い
｡
｢
御
｣
　
を
仮
名
に
移
し

て
｢
お
ほ
ん
｣
と
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
も
思
う
｡
九
例
を
｢
御
さ
い
ま
つ
｣

と
い
う
表
記
形
態
に
帰
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
私
の
意
見
だ
が
､

｢
御
｣
は
｢
み
｣
で
あ
り
'
｢
み
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
語
形
で
あ
っ
た
と
見
る
｡

九
例
の
う
ち
一
例
だ
け
だ
が
'
㈲
の
｢
御
前
ま
つ
｣
と
い
う
文
字
面
は
､
重

要
で
あ
る
｡
こ
れ
が
源
氏
物
語
の
｢
御
さ
き
の
松
｣
と
意
味
内
容
を
等
し
う
す
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る
語
形
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
型
別
ま
つ
｣
　
に
続
く
盲

た
き
｣
三
字
は
副
詞
ま
た
は
形
容
動
詞
連
用
形
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い

と
判
断
さ
れ
'
㈲
の
例
文
と
同
様
'
｢
に
た
に
｣
　
で
あ
ろ
う
｡
｢
御
さ
い
ま
つ

(
甚
だ
多
く
)

に
た
に
と
も
し
た
り
｣
で
文
を
成
し
て
い
る
｡

晴
蛤
日
記
の
一
例
は
'

ひ
る
ま
に
見
え
て
'
御
さ
い
ま
つ
と
い
ふ
程
に
ぞ
か
へ
る
｡
(
下
･
天
禄

三)

は
'

さ
い
ま
つ
　
〔
割
松
〕
　
〔
名
〕
爪
｢
割
き
松
｣
　
の
イ
音
便
》
た
い
ま
つ
｡
｢
ひ
る

ま
に
見
え
て
'
御

と
い
ふ
ほ
ど
に
ぞ
帰
る
｣
　
∧
晴
蛤
･
天
禄
三

で
あ
る
｡
夕
刻
'

兼
家
は
帰
っ
た
'

ち
｢
御
さ
い
松
｣

の
松
さ
ぶ
ら
ふ
｣

｢
御
さ
い
ま
つ
の
用
意
と
と
の
い
ま
し
た
｣
　
と
促
さ
れ
て
彼

と
い
う
文
意
で
あ
る
｡
章
の
前
方
を
照
ら
す
拒
火
が
す
な
わ

と
知
ら
れ
る
｡
少
し
て
い
ね
い
に
表
現
す
れ
ば
'
｢
勧
さ
き

と
言
上
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
｡

今
'
私
の
手
許
に
'
大
言
海
･
岩
波
古
語
辞
典
･
新
撰
古
語
辞
典
'
そ
の
他

二
三
の
辞
書
が
あ
る
｡
そ
の
い
ず
れ
に
も
'
私
の
求
め
た
｢
み
さ
い
ま
つ
｣
と

い
う
語
形
は
採
録
し
て
い
な
い
｡
そ
の
か
わ
り
に
'
｢
さ
い
ま
つ
｣
　
が
項
目
と

し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
｡
岩
波
古
語
で
は
'

さ
い
ま
つ
夙
割
松
凹
A
サ
キ
マ
ツ
の
音
便
形
V
た
い
ま
つ
｡
｢
御
前
の
御

1
と
も
し
た
る
兵
衛
の
尉
ど
も
｣
<
宇
津
保
察
使
>

と
あ
る
｡
例
文
の
切
り
方
に
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
｡
場
面
は
'
勅
旨
を
休
し

て
左
大
臣
(
源
季
明
)
ら
が
左
大
将
(
源
正
頼
)
に
や
っ
て
来
る
｡
そ
の
前
駆

と
し
て
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
を
と
も
し
た
兵
衛
尉
ら
が
俄
か
に
入
っ
て
来
た
の
で

始
め
て
気
づ
い
て
右
大
臣
(
藤
忠
雅
)
以
下
に
ば
ら
ば
ら
と
庭
に
下
り
て
出
迎

ぜ
ん

え
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
,
あ
ま
り
に
短
か
く
切
ら
れ
て
い
る
と
'
｢
御
前
の
御

さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
連
結
形
態
か
と
取
り
ち
が
え
そ
う
で
あ
る
｡
新
撰
古
語
に

年∨

と
あ
る
｡
例
文
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
'
大
言
海
等
の
先
行
辞
書

に
そ
の
ま
ま
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
旺
文
社
古
語
も
､
同
様
に

処
理
さ
れ
て
い
る
が
'
例
文
引
用
に
'
｢
火
を
く
ら
う
な
さ
む
と
て
'
御
　
-

も
く
ら
う
な
さ
せ
た
ま
へ
ば
｣
∧
宇
津
保
･
嵯
峨
院
>
あ
る
の
に
問
題
が
あ

る
｡
例
文
の
出
所
の
注
記
に
誤
り
が
あ
る
｡
昭
和
3
 
5
年
の
初
版
で
そ
の
後
に
訂

正
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
思
う
が
､
｢
嵯
峨
院
｣
　
で
は
な
く
て
｢
国
譲
･
下
｣

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
類
の
出
所
指
示
の
錯
誤
は
す
べ
て
先
行
辞
書

の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
引
き
移
し
た
も
の
で
'
他
に
も
多
く
あ
る
例
で
あ
る
｡

｢
み
さ
い
ま
つ
｣
の
中
か
ら
単
語
｢
さ
い
ま
つ
｣
を
抽
出
し
て
､
そ
の
語
原

さ
き
ま
つ

構
造
を
｢
割
松
｣
の
音
便
だ
と
す
る
説
の
捌
源
が
ど
の
辺
に
あ
っ
た
か
は
'
調

べ
て
み
た
こ
と
は
な
い
が
'
最
近
の
辞
書
の
処
理
は
大
言
海
か
ら
出
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
｡
だ
か
ら
一
皮
は
読
ん
で
み
た
方
が
よ
い
｡
批
判
的
な
見

解
を
立
て
る
に
し
て
も
､
一
皮
大
言
海
の
位
置
ま
で
返
し
て
'
そ
こ
か
ら
改
め

て
考
え
な
お
し
て
み
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
私
は
思
う
｡
そ
こ
で
不
審
な
点

が
あ
っ
た
ら
'
作
品
の
中
の
表
現
例
を
集
め
'
中
世
近
世
の
注
釈
を
調
べ
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
こ
で
は
'
十
分
に
言
語
学
的
な
省
察
を
加
え
る
べ
き
は

勿
論
で
あ
る
｡

さ
い
ま
つ
(
負
)
商
船
一

マ

キ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

タ

イ

マ

ツ

薪
'
さ
い
ま
き
(
松
明

サ

イ

パ

-

サ

キ

〔
さ
き
ま
つ
ソ
音
便
(
割
榛
'
さ
い
ぼ
り
｡
割

二
同
ジ
.
宇
捧
保
物
語
'
国
譲
､
下
誉
御
さ
い
ま
つ
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､
L
V

さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
連
結
形
態
か
と
取
り
ち
が
え
そ
う
で
あ
る
｡
新
撰
古
語
に

蘇
,
さ
い
ま
き
(
松
明
二
同
ジ
｡
宇
淫
保
物
語
'
国
譲
､
下
警
衛
さ
い
ま
つ

マ

キ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

タ

イ

マ

ツ

燃
シ
ワ
タ
シ
テ
｣
同
･
撲
滅
院
J
T
+
｢
火
ヲ
暗
ウ
ナ
サ
ム
ト
テ
'
御
さ
い
ま

つ
モ
暗
ウ
ナ
サ
セ
タ
マ
へ
バ
｣
輯
蛤
日
記
'
下
'
｢
昼
間
二
見
エ
テ
'
御

さ
い
ま
つ
ー
云
フ
程
ニ
ゾ
'
帰
ル
｣
(
大
言
海
)

こ
こ
で
'
こ
の
論
を
読
ん
で
い
た
だ
く
大
方
の
研
究
者
に
､
念
頭
に
置
い
て

い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
る
｡
こ
の
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
語
形
は
'
鯖
蛤

日
記
の
1
例
を
除
い
て
は
'
す
べ
て
が
宇
津
保
物
語
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
本
文
の
批
判
的
研
究
も
'
注
釈
の
研
究
も
'
極
め
て
不
十
分
'

と
い
う
よ
り
も
ま
だ
門
の
う
ち
に
入
る
と
い
う
程
度
に
も
到
っ
て
い
な
い
｡
そ

の
証
に
と
言
っ
て
は
お
こ
が
ま
し
い
が
'
右
に
引
い
た
中
の
､
宇
津
保
物
語
か

ら
の
例
文
は
'
悉
く
出
所
の
巻
名
を
誤
っ
て
い
る
｡

私
が
以
前
に
芋
津
保
物
語
の
言
語
に
つ
い
て
調
べ
る
目
的
で
大
海
を
読
ん
で

気
が
つ
い
た
の
だ
が
､
周
知
の
よ
う
に
宇
津
保
物
語
の
旧
板
木
に
は
'
表
紙
題

隻
の
貼
り
誤
り
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
巻
名
の
錯
誤
が
あ
る
｡
そ
の
巻
名
の
乱

れ
た
板
木
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
語
棄
集
の
中
に
は
'
｢
雅
言
集
覧
｣
　
な
ど
が
あ

り
'
そ
れ
ら
の
中
に
た
と
え
ば
｢
嵯
峨
院
｣
と
指
示
し
て
あ
る
例
文
は
'
ほ
と

ん
ど
例
外
な
く
　
｢
回
議
の
下
｣
　
で
あ
る
｡
｢
国
譲
の
下
｣
　
と
あ
る
も
の
は
I

｢
蔵
閏
の
下
｣
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
､
小
学
館
の
新
撰
古
語
辞
典
が
企
画
さ
れ
た
際
に
､
私
も
項
目
執

筆
を
引
き
受
け
た
関
係
で
そ
の
企
画
会
議
に
出
席
し
た
の
で
'
右
に
触
れ
た
よ

う
な
宇
津
保
物
語
か
ら
例
文
を
採
る
場
合
に
'
大
言
海
等
の
先
行
辞
書
か
ら
の

孫
引
き
が
特
に
危
険
だ
と
い
う
趣
意
の
発
言
を
し
た
｡
そ
の
た
め
に
､
そ
れ
ら

の
先
行
辞
書
が
示
し
た
出
所
の
巻
名
の
錯
誤
を
調
査
し
た
結
果
を
報
告
し
た
の

で
あ
る
が
'
大
言
海
に
つ
い
て
調
べ
た
所
で
は
'
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い

程
'
左
記
の
よ
う
な
巻
名
の
入
れ
替
わ
り
が
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
他
の
辞
書

も
､
甚
だ
多
く
の
こ
の
誤
り
を
踏
襲
し
て
い
る
｡
旧
板
本
の
表
紙
題
隻
の
貼
り

誤
り
に
も
と
づ
く
め
で
'
図
式
化
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
ら
の
示
し

た
巻
名
は
'
矢
印
の
示
す
巻
名
に
改
め
て
'
検
索
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
｡

ま
れ
に
正
し
く
改
め
ら
れ
た
巻
名
を
示
す
も
の
が
あ
る
か
ら
､
こ
の
よ
う
な

対
照
表
で
巻
名
を
訂
正
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
'
必

ず
改
め
て
検
索
の
労
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
も
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
｡

今
は
宇
津
保
物
語
の
索
引
も
あ
る
か
ら
'
検
索
作
業
は
楽
で
あ
る
｡

さ
き
ま
つ

そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
､
｢
さ
い
ま
つ
｣
に
つ
い
て
　
｢
割
松
｣
の
音
便
だ

と
す
る
見
解
に
対
し
て
'
そ
の
当
否
を
吟
味
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
が
'
こ
の

語
原
構
造
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
'
数
々
の
例
文
の
表
現
か
ら
語
義
を
攻
め

た
形
跡
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
か
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
｡
｢
さ
い
ま
つ
｣

が
音
便
形
で
あ
る
こ
と
は
誰
が
考
え
て
も
そ
う
だ
が
'
｢
焚
き
松
｣
か
ら
｢
た

い
ま
つ
｣
へ
'
｢
続
ぎ
松
｣
か
ら
｢
つ
い
ま
つ
｣
　
へ
の
変
化
か
ら
'
極
め
て
単

純
に
｢
割
き
松
｣
か
ら
｢
さ
い
ま
つ
｣
へ
と
い
う
線
を
引
い
た
も
の
と
見
な
さ

ざ
る
を
得
な
い
｡

｢
続
松
｣
に
つ
い
て
は
漢
字
表
記
の
文
献
が
｢
つ
い
ま
つ
｣
と
い
う
仮
名
ぶ

み
の
表
記
に
先
行
す
る
か
ら
'
｢
つ
い
ま
つ
｣
が
｢
続
松
｣
で
あ
る
こ
と
に
は
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何
の
疑
い
も
な
い
｡

｢
松
明
｣
は
和
名
抄
に
も
見
え
る
が
'
そ
れ
に
対
す
る
和
名
は
記
し
て
い
な

い
か
ら
'
｢
た
い
ま
つ
｣
が
始
め
か
ら
｢
松
明
｣
　
に
対
す
る
和
訓
と
し
て
成
立

し
た
か
否
か
宜
っ
い
て
は
､
何
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
｡

和
名
抄
に
は
'
燈
火
部
を
三
つ
に
分
け
て
'
燈
火
類
'
燈
火
具
'
燈
火
器
に

類
別
し
て
語
乗
を
衆
め
て
い
る
｡
｢
拒
火
｣
や
｢
庭
燈
｣
や
　
｢
発
火
｣
な
ど
は

燈
火
類
に
中
に
入
っ
て
い
る
｡
思
う
に
'
照
明
の
形
態
や
様
式
'
つ
ま
り
あ
り

か
た
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
名
で
あ
る
｡
｢
炭
｣
　
や
　
｢
松
明
｣
　
や
　
｢
薪
｣
　
な
ど

は
'
燈
火
具
に
類
衆
さ
れ
て
い
る
｡
照
明
に
使
用
さ
れ
る
資
料
と
い
う
線
か
ら

の
命
名
で
あ
る
｡
茸
火
は
か
が
り
と
い
う
鉄
器
で
薪
や
松
明
を
焚
く
形
態
か
ら

の
名
と
す
れ
ば
'
そ
の
場
合
の
｢
松
明
｣
は
油
脂
を
含
ん
だ
松
樹
赤
心
を
指
す

名
で
あ
り
'
こ
の
場
合
も
｢
た
い
ま
つ
｣
と
呼
ん
だ
か
と
な
る
と
'
む
し
ろ
否

定
的
に
考
え
ら
れ
る
｡

狩
谷
械
斎
の
隻
注
倭
名
類
衆
抄
に
'

ヽノ

松
明
是
松
之
有
レ
脂
者
　
　
松
明
謂
二
松
樹
赤
心
∴

ハ

フ

ラ

ク

ハ

ヒ

ア

ヲ

也
｡
続
松
疑
　
用
二
松
明
]
所
レ
造
拒
火
'

則
続
松
也
｡
不
レ
得
レ
云
二
松
明
.

ニ

プ

ト

今
俗
呼
二
松
秀
]
是

プ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ト

　

　

ハ

今
俗
呼
二
多
以
東
都
↓
者
'

と
あ
る
考
証
は
説
得
性
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
本
来
め
意
味
で
は
-
｢
松

明
｣
は
｢
松
明
｣
　
で
あ
り
'
漢
語
と
し
て
音
読
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
た

い
｡
｢
た
い
ま
つ
｣
は
和
語
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
'
時
に
は
　
｢
拒
火
｣
と

つ
い
ま
つ

い
ら
漢
語
に
も
対
応
し
'
｢
続
松
｣
に
も
対
応
し
た
　
｢
松
明
｣
　
に
も
対
応
す

る
所
が
あ
っ
た
ろ
う
｡
寓
火
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
松
樹
も
た
い
ま
つ
で
あ

り
'
や
が
て
漢
字
資
料
に
出
て
来
る
　
｢
松
明
｣
　
｢
続
松
｣
　
｢
拒
火
｣
　
も
す
べ
て

｢
た
い
ま
つ
｣
と
い
う
便
利
な
名
に
統
一
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

色
菓
字
類
抄
に
'

倍
賞
ア
カ
シ
　
煩
同
　
松
明
タ
イ
マ
ツ
　
続
松
舶
用
也

と
あ
る
の
は
'
漢
字
資
料
の
｢
続
松
｣
も
タ
イ
マ
ツ
と
訓
じ
た
こ
と
を
示
し
'

更
に
降
っ
て
中
世
の
'
土
下
学
集
で
は

タ
願
ッ
野
馳
朋
‥

と
あ
っ
て
'
タ
イ
マ
ツ
が
東
に
広
義
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
明
応
五

年
本
節
用
集
で
は
'

緋
郁
桃
明

と
な
っ
て
い
る
し
'
平
家
物
語
等
で
も
｢
続
松
｣
と
書
い
て
｢
た
い
ま
つ
｣
と

読
ま
せ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
字
書
の
類
に
は
'
｢
さ
い
ま
つ
｣
　
と
い
う
語
は
全
く
出
て
来
な

い
｡
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
'
宇
津
保
物
語
と
晴
蛤
日
記
と
に
集
中
的
に
現
れ

て
や
が
て
姿
を
消
し
て
い
る
｡
だ
か
ら
前
に
あ
げ
た
所
が
用
例
の
す
べ
て
で
あ

る
｡

こ
れ
を
観
察
し
て
わ
か
る
T
J
と
は
'
｢
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
は
だ
か
の
語
形

･

-

み

･

･

が
な
く
>
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
形
に
帰
1
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
｢
御
｣
.
を
語
頭
に
持
た
な
い
　
｢
さ
い
ま
つ
｣
　
と
い
う
語
が
現
実
に
存
在

し
た
か
否
か
｡
さ
ら
に
'
そ
の
｢
さ
い
ま
つ
｣
と
い
う
語
に
'
な
ぜ
常
に
｢
和さ

き

と
い
う
敬
意
表
現
の
接
頭
語
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
｡
説
く
が
如
く
　
｢
割

ま
つ松

｣
で
あ
る
な
ら
ば
'
い
か
な
る
形
で
燈
火
の
用
に
供
せ
ら
れ
た
の
か
｡
す
く

な
く
と
も
貴
人
の
行
動
に
奉
仕
す
る
照
明
の
具
で
な
け
れ
ば
'
常
に
｢
勧
さ
い

ま
つ
｣
と
い
う
語
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
こ
れ
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る
所
か
あ
て
た
そ
う
(
　
讐
‥
水
b
l
機
仙
栗
1
よ
し
て
月
-
r
q
･
 
0
山
竹
電
車
､
宍
L
T
T
D
/
-
て
譲

り
'
や
が
て
漢
字
資
料
に
出
て
来
る
　
｢
松
明
｣
　
｢
続
松
｣
　
｢
但
火
｣
も
す
べ
て

J
･
∴

イ

J

I

T

r

m

7

日

-

　

二

T

∠

イ

ハ
n
H
ノ
′
レ
ー
･
[
フ

古

t

 

T

L

r

J

-

-

h

u

t

 

l

　

者

い

ま
つ
｣
と
い
う
語
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
こ
れ

も
今
言
わ
れ
る
如
き
｢
た
い
ま
つ
｣
と
同
株
の
物
で
あ
ろ
う
｡
し
か
ら
ば
'
共

つ
い
ま
つ

時
的
に
｢
続
松
｣
ま
た
は
｢
た
い
ま
つ
｣
と
い
か
な
る
意
味
関
係
で
語
義
を
わ

か
ち
合
う
の
か
'
そ
れ
ら
が
全
く
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
こ
で
'
前
に
列
挙
し
た
宇
津
保
の
表
現
例
に
つ
い
て
'
い
か
な
る
場
面
に

い
か
な
る
形
で
　
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
　
が
現
わ
れ
て
い
る
の
か
を
一
考
し
て
み
よ

う
｡
闇
で
は
'
涼
正
額
の
七
郎
仲
澄
が
舞
い
な
が
ら
出
て
来
る
の
は
'
庭
上
で

し
も
ぴ
と

あ
る
｡
そ
の
脚
下
を
照
明
す
る
の
だ
か
ら
'
下
人
が
拒
火
を
手
に
持
っ
て
先
導

す
る
形
で
あ
る
に
ら
が
い
な
い
｡
闇
は
馬
の
脚
を
競
べ
る
､
つ
ま
り
競
馬
で
あ

か

ち

き

ぬ

る
が
'
出
発
点
か
ら
到
着
点
ま
で
'
裾
の
衣
着
た
る
お
の
こ
た
ち
が
'
た
い
ま

つ
を
取
っ
て
進
路
を
照
ら
し
て
い
る
｡
櫛
は
'
勅
使
と
し
て
左
大
将
邸
に
来
た

左
大
臣
た
ち
の
前
駆
の
役
を
勤
め
る
兵
衛
の
尉
ど
も
が
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
を
と

も
し
て
ま
づ
邸
内
に
入
っ
た
来
た
の
で
あ
り
'
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
　
の
あ
り
よ
う

が
典
型
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
源
氏
物
語
に
見
え
る
｢
御
さ
き
の

松
｣
と
全
く
等
し
い
｡
棚
は
仲
忠
母
が
参
内
し
て
'
天
子
の
御
方
に
導
き
入
れ

ら
れ
る
に
際
L
t
仲
忠
母
を
先
導
し
て
い
た
拒
火
を
消
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡
制

は
'
右
大
将
仲
忠
が
中
納
言
涼
の
邸
宅
に
出
産
祝
い
に
お
も
む
く
｡
涼
が
庭
に

下
り
て
出
迎
え
る
｡
右
大
将
の
前
駆
と
し
て
'
近
衛
の
尉
や
志
な
ど
が
多
く
あ

り
､
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
を
と
も
し
て
つ
か
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
㈲
は
'
仲
忠

が
女
三
の
宮
を
三
条
邸
に
迎
え
る
た
め
に
一
条
に
来
て
い
る
｡
仲
忠
が
宮
の
東

の
前
駆
を
勤
め
る
が
､
部
下
の
宮
人
ど
も
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
を
と
も
さ
せ
て
'

馬
に
乗
っ
て
折
り
廻
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
刷
は
㈲
と
よ
-
似
て
い
る
｡
宰
相

中
将
蕗
澄
･
蔵
人
少
将
近
軽
が
女
二
の
宮
に
想
い
を
懸
け
'
奪
い
取
る
機
会
を

ね
ら
っ
て
い
る
.
右
大
将
仲
忠
を
そ
の
た
く
ら
み
を
察
知
し
て
十
二
の
宮
が
革

み

さ

き

を
降
り
て
'
右
大
臣
邸
に
入
る
'
そ
の
御
前
を
照
ら
す
拒
火
が
　
｢
御
さ
い
ま

つ
｣
で
､
そ
れ
を
暗
く
し
た
の
は
'
母
の
女
御
が
先
に
降
り
て
二
の
宮
を
護
る

よ
う
に
し
て
進
む
､
そ
れ
が
人
目
に
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
あ

る
｡
㈲
は
'
藤
壷
の
女
御
が
新
東
宮
帯
同
で
久
々
に
参
内
す
る
場
面
､
人
々
の

章
の
前
を
照
ら
す
拒
火
は
､
革
が
多
い
の
で
従
っ
て
数
多
く
'
あ
た
り
は
あ
か

あ
か
と
し
て
い
る
｡
表
記
は
｢
御
前
ま
つ
｣
と
な
っ
て
い
る
｡
意
味
が
わ
か
っ

て
こ
の
字
面
を
採
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
｢
み
さ
い
ま
つ
｣
　
と
読
む
べ
き
も
の

と
考
え
る
｡

そ
も
そ
も
辞
書
が
記
載
す
る
語
義
は
'
現
代
語
の
如
く
執
筆
者
み
ず
か
ら
も

使
用
し
て
い
る
言
語
で
'
内
省
的
に
語
義
を
規
定
し
得
る
も
の
で
な
い
古
典
語

の
場
合
は
'
表
現
例
か
ら
帰
納
す
る
方
法
に
よ
っ
て
の
み
語
義
を
定
め
得
る
の

で
あ
る
｡
も
と
も
と
語
義
が
定
ま
っ
て
い
て
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
が
生
ま
れ
る

も
の
で
は
な
-
'
語
の
意
義
概
念
は
固
定
的
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
｡
ま
し
て
や
語
原
の
概
念
と
か
語
構
成
の
概
念
は
言
語
生
活
者
の
脳
裡
に
顕

在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
｡
短
絡
的
に
少
数
の
文
例
か
ら
｢
街
さ
い
ま
つ
｣

な
る
語
形
を
抽
出
し
て
､
ま
づ
｢
御
｣
を
除
去
七
て
｢
さ
い
ま
つ
｣
を
単
語
と

さ

し
て
認
定
し
､
燈
火
の
類
な
り
と
判
断
し
'
｢
割
き
松
｣
の
音
便
と
定
め
た
の

だ
が
'
右
に
観
察
し
き
た
っ
た
如
き
表
現
例
の
解
釈
を
尽
く
⊥
て
み
る
手
順
が

取
ち
れ
た
と
は
認
め
が
た
い
｡

そ
の
前
に
源
氏
物
語
｢
夕
顔
｣
の
巻
の
｢
み
さ
き
の
ま
つ
ほ
の
か
に
て
い
と

し
の
び
て
出
で
た
ま
ふ
｣
と
い
う
表
現
と
の
比
較
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
所

で
あ
る
｡
｢
御
･
さ
き
の
松
｣
で
は
な
く
'
｢
御
さ
き
･
の
･
松
｣
の
三
単
語
の

連
結
形
と
認
め
る
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
'
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
　
も
｢
御
｣
さ
い
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ま
つ
｣
で
な
く
て
｢
御
さ
い
･
ま
つ
｣
と
い
う
語
構
造
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

る
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
｡

三
　
み
さ
い
た
ま
は
る

当
然
辞
書
に
採
録
さ
れ
る
べ
き
語
が
'
採
録
か
ら
も
れ
て
い
る
も
の
が
'
し

ば
し
ば
目
に
つ
く
｡
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
な
ど
も
'
こ
の
語
形
で
辞
項
と
し
て
採

ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
が
'
適
正
で
な
い
に
し
て
も
｢
さ
い
ま
つ
｣
が
ど
の
辞

書
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
'
別
と
し
て
'
｢
み
さ
い
た
ま
は
る
｣
と
い
う

語
形
は
'
宇
津
保
物
語
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
｡
宇
津
保
に
し
か
見
ら
れ
な
く

て
'
他
の
作
品
に
傍
例
が
な
か
っ
た
た
め
に
､
辞
書
編
集
者
も
そ
の
語
と
し
て

の
存
在
す
ら
認
め
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡

(
お
う
な
)

闇
い
と
ま
に
ま
し
ま
す
な
る
を
'
女
　
の
や
ど
り
に
み
さ
い
た
ま
は
ら

ん
｡
(
藤
原
君
･
1
八
二
)

㈲
こ
の
ご
ろ
は
､
み
さ
い
た
ま
は
る
べ
き
～
た
な
き
と
こ
ろ
は
'
か
き
は

ら
ひ
か
き
の
ど
は
す
と
て
な
む
､
み
せ
う
そ
く
き
こ
え
し
め
ざ
り
つ
る
｡

(
祭
使
･
四
三
〇
)

㈲
い
と
お
も
し
ろ
き
こ
と
か
な
'
御
さ
い
給
は
ら
ん
｡
(
吹
上
･
上
･
四

六
六
)

(

か

つ

ら

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

ハ

)

㈲
月
も
の
こ
り
す
く
な
く
な
り
ぬ
る
を
'
く
ら
の
か
た
へ
勧
さ
い
た
ま
い

(
う
)
(
へ
)

ら
ん
と
お
も
ふ
給
･
つ
る
を
｡
(
国
譲
･
中
･
一
四
五
七
)

話
者
は
t
 
W
老
女
'
闇
古
め
き
の
前
帥
真
菅
の
恋
文
の
代
筆
を
息
子
の
少
将

が
書
い
て
い
る
が
'
老
人
の
物
言
い
に
合
わ
せ
て
い
る
｡
櫛
は
下
級
宮
人
清
原

松
方
'
㈲
は
右
大
将
藤
原
兼
雅
'
や
や
堅
い
t
 
L
か
つ
め
ら
し
い
調
子
の
表
現

に
な
っ
て
い
る
点
に
特
殊
な
位
相
性
を
感
じ
る
が
､
こ
れ
だ
け
は
っ
き
り
し
た

表
現
例
を
示
し
て
い
る
の
に
､
そ
の
語
義
を
考
え
る
の
に
全
く
辞
書
が
使
え
な

い
｡
欠
陥
と
い
う
外
あ
る
ま
い
｡

意
味
は
'
表
現
例
か
ら
推
し
て
'
｢
お
出
い
た
だ
く
｣
｢
御
案
内
役
を
勤
め
さ

せ
て
い
た
だ
く
｣
と
か
　
客
人
と
し
て
招
待
し
た
い
と
い
う
意
向
を
伝
達
す
る

挨
拶
儀
礼
の
詞
で
あ
る
｡

こ
れ
を
'
｢
み
さ
い
｣
と
｢
賜
は
る
｣
　
と
に
分
割
す
る
と
'
全
く
意
を
成
さ

な
く
な
る
｡
｢
み
さ
い
｣
の
原
形
は
　
｢
御
前
･
み
さ
き
｣
　
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
'
｢
み
さ
い
｣
　
と
い
う
音
便
で
終
っ
た
形
は
語
と
し
て
の
独
立
性

を
失
っ
て
い
る
｡
｢
ご
め
ん
く
だ
さ
い
｣
　
が
来
訪
の
意
を
伝
達
す
る
儀
礼
語
と

な
っ
た
時
'
二
語
に
分
割
し
得
な
く
な
る
｡
｢
ご
め
ん
な
さ
い
｣
　
と
も
区
別
さ

れ
る
｡
も
は
や
複
合
動
詞
と
し
て
一
語
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
｡

｢
み
さ
い
た
ま
は
る
｣
は
'
単
語
｢
み
さ
い
｣
と
単
語
｢
た
ま
は
る
｣
と
の

モ

ル

フ

エ

-

ム

二
つ
の
意
味
の
集
合
で
は
な
-
て
'
そ
れ
ら
は
語
源
と
し
て
の
形
態
素
で
は
あ

る
が
'
｢
み
さ
い
た
ま
は
る
｣
は
意
味
の
上
か
ら
1
つ
で
あ
る
.

前
節
で
考
え
た
｢
み
さ
い
ま
つ
｣
も
'
｢
み
さ
き
･
の
･
ま
つ
｣
が
'
｢
み
さ

き
ま
つ
｣
と
い
う
複
合
名
詞
と
な
り
お
わ
っ
た
段
階
で
'
音
便
が
発
生
し
た
の

で
あ
る
｡
語
源
の
記
憶
は
残
存
し
て
い
る
か
'
い
つ
で
も
｢
み
さ
き
の
ま
つ
｣

と
い
う
三
単
語
結
合
形
に
返
り
得
た
と
思
う
｡
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電
着
は
'
け
老
女
､
侵
盲
め
き
b
l
都
田
妻
膏
b
l
.
髭
ヌ
b
l
車
等
を
i
u
i
'
j
I
T
T
b
l
カ
ノ
拳

が
書
い
て
い
る
が
'
老
人
の
物
言
い
に
合
わ
せ
て
い
る
.
櫛
は
下
級
宮
人
清
原

ち

四

　

御

さ

き

闇
お
は
む
く
る
ま
の
御
さ
き
､
四
位
十
八
人
'
五
位
冊
人
､
六
位
五
十

人
｡
(
春
日
詣
･
二
五
七
)

㈲
ぬ
ひ
ど
の
～
ぢ
ん
に
く
る
ま
ひ
き
た
て
～
'
中
将
｢
し
ば
し
｣
と
て
う

(

ゐ

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

ゐ

)

ち
へ
ま
い
る
｡
｢
御
さ
き
の
人
'
う
ち
に
ま
い
る
人
々
は
'
御
く
る
ま
の

(
ゐ
)

も
と
に
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
｡
な
か
た
ゞ
は
ひ
と
り
ま
い
り
な
む
｣
と
て
い

(
つ
)

る
｡
御
と
も
に
'
ま
へ
に
た
に
と
も
し
て
'
御
さ
き
に
か
ず
し
ら
ず
お
は

か
り
.
(
内
侍
督
･
八
一
九
)

㈲
ま
つ
か
た
･
ち
か
ま
さ
は
御
さ
き
に
た
ち
て
､
れ
う
わ
う
･
ら
く
そ
ん

(
し
り
)

ま
ひ
て
へ
　
こ
と
人
々
四
ゐ
に
た
ち
て
'
に
し
き
の
ど
と
く
ち
り
た
る
も
み

(
ふ
)

ぢ
の
う
へ
を
あ
ゆ
み
い
で
給
.
(
国
譲
･
下
二
五
六
六
)

㈲
さ
き
は
中
の
み
か
ど
に
い
た
り
ぬ
れ
ば
t
 
L
り
は
宮
ま
だ
ち
か
し
｡

(
国
譲
･
下
二
六
1
0
)

ご
　
ぜ
ん

御
前
駆
の
意
味
を
示
す
の
は
'
原
則
的
に
は
｢
御
前
｣
と
音
読
し
て
い
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
前
駆
は
騎
馬
の
先
乗
り
の
者
を
さ
す
｡
｢
御
さ

き
｣
は
行
列
の
先
を
行
く
供
人
だ
が
'
騎
馬
の
前
駆
で
は
な
か
っ
た
か
に
大
体

に
お
い
て
は
言
え
る
よ
う
で
あ
る
｡

右
に
あ
げ
た
例
文
も
'
解
釈
に
困
難
を
と
も
な
う
も
の
が
あ
る
｡
闇
は
句
読

を
本
文
編
を
大
き
く
改
め
'
や
や
大
胆
に
誤
写
を
推
定
し
て
み
た
｡
｢
御
と
も

に
｣
以
下
は
'

(
松
)
(
甚
　
多
)

御
と
も
に
'
ま
つ
に
た
に
と
も
し
て
'
御
さ
き
に
か
ず
し
ら
ず
お
は
か

h
ソ
｡

と
解
読
す
る
と
'
私
に
は
了
解
で
き
る
｡
｢
ま
つ
｣
は
松
明
､
｢
に
た
に
｣
は
前

に
も
触
れ
た
如
く
形
容
動
詞
連
用
形
､
｢
甚
多
｣
を
意
味
内
容
と
す
る
｡
平
安

文
学
研
究
6
 
4
輯
所
蔵
拙
論
の
資
料
に
更
に
資
料
を
加
え
る
｡
形
容
動
詞
｢
ふ
さ

な
り
｣
と
極
め
て
近
い
類
義
語
｡
字
津
保
に
の
み
見
え
る
が
'
使
用
例
は
｢
ふ

さ
な
り
｣
よ
り
も
む
し
ろ
多
い
｡
現
在
ま
で
の
ど
の
辞
書
も
載
せ
て
い
な
い
｡

櫛
の
｢
こ
と
人
々
四
ゐ
に
た
ち
て
｣
は
文
脈
か
ら
推
せ
ば
｢
し
り
に
立
ち
て
｣

が
最
適
で
あ
る
が
'
前
田
家
と
同
系
の
天
理
図
書
館
蔵
毘
沙
門
堂
も
｢
御
ゐ
に

た
ち
て
｣
で
'
前
田
家
本
の
方
が
孤
立
異
文
に
な
る
の
が
気
に
は
な
る
｡
例
文

の
刷
と
比
較
す
る
と
､
｢
し
り
｣
の
方
が
ぴ
っ
た
り
で
あ
る
｡

こ
こ
に
あ
げ
た
宇
津
保
の
例
文
の
｢
御
さ
き
｣
は
前
駆
と
は
ち
が
っ
て
､
貴

み

人
の
行
列
の
先
に
立
っ
て
歩
む
人
々
を
さ
し
て
い
る
｡
源
氏
物
語
の
｢
御
さ
き

の
ま
つ
ほ
の
か
に
て
｣
　
の
｢
御
さ
き
｣
と
同
じ
で
あ
ろ
う
｡

み

そ
し
て
こ
の
｢
御
さ
き
｣
が
字
津
保
物
語
に
見
え
る
特
異
な
複
合
語
｢
み
さ

い
た
ま
は
る
｣
の
｢
み
さ
い
｣
で
あ
り
'
宇
津
保
物
語
･
晴
蛤
日
記
に
見
え
る

や
や
特
異
な
複
合
名
詞
｢
御
さ
い
ま
つ
｣
の
｢
み
さ
い
｣
で
あ
る
と
判
断
し
て

誤
り
は
あ
る
ま
い
｡

五
　
和
名
抄
の
分
類
項
｢
燈
火
類
｣
　
｢
燈
火
具
｣

さ
き
に
'
｢
燈
火
類
｣
と
｢
燈
火
具
｣
と
を
類
衆
の
項
目
と
し
て
分
け
た
こ

と
は
'
す
こ
ぶ
る
面
白
い
と
思
わ
れ
る
｡
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
語
感
で
は
'
但

火
も
松
明
も
さ
ほ
ど
別
種
の
名
目
と
思
え
な
い
が
'
そ
の
和
名
の
｢
た
て
あ
か
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し
｣
ま
た
は
｢
た
ち
あ
か
し
｣
と
な
る
と
､
人
が
庭
上
に
立
っ
て
行
事
の
場
を
照

(
し
ょ
う
め
い
)

明
す
る
と
い
う
形
を
意
味
す
る
か
ら
'
明
ら
か
に
照
明
具
と
し
て
の
｢
松
明
｣

つ
い
ま
つ

｢
続
松
｣
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
t
か
し
和
名
抄
そ
の
も
の
に
｢
字

書
云
､
拒
'
束
レ
薪
灼
レ
之
｣
と
記
し
て
い
か
ら
'
拒
火
が
後
世
に
い
う
所
の

｢
た
い
ま
つ
｣
と
同
じ
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
｡
｢
た
て
あ
か
し
｣
と
い
う
和
訓

の
方
は
'
明
ら
か
に
人
が
手
に
持
っ
て
た
い
ま
つ
を
焚
く
と
い
う
形
の
方
か
ら

と
ら
え
て
い
る
か
ら
'
字
書
の
｢
薪
ヲ
克
ネ
テ
之
ヲ
灼
ク
｣
と
い
う
動
詞
句
か

ら
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

｢
松
明
｣
を
｢
燈
火
具
｣
に
属
さ
せ
た
の
は
'
右
の
｢
薪
｣
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
.
思
う
に
　
｢
た
い
ま
つ
｣
　
と
い
う
和
訓
は
｣

｢
松
明
｣
の
そ
う
し
た
照
明
の
た
め
に
焚
く
松
樹
と
い
う
意
味
で
ま
ず
生
ま
れ

も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
が
次
第
に
広
義
に
用
い
ら
れ
て
'
｢
拒
火
｣
　
に
対
す
る

和
訓
と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

和
名
抄
は
｢
姫
火
｣
は
'
｢
庭
燈
｣
と
か
｢
発
火
｣
と
か
｢
蜂
礎
い
ブ
｣
と

か
'
そ
の
使
用
目
的
や
形
態
の
面
か
ら
の
類
概
念
で
類
衆
し
た
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
｡

燈
火
具
と
し
て
類
衆
さ
れ
た
｢
松
明
｣
に
俗
訓
｢
た
い
ま
つ
｣
が
生
じ
､
や

が
て
｢
拒
火
｣
も
そ
の
　
｢
た
い
ま
つ
｣
と
い
う
和
訓
の
中
に
併
呑
さ
れ
た
所

に
'
わ
れ
わ
れ
を
い
さ
さ
か
と
ま
ど
わ
せ
た
の
だ
と
考
え
て
お
こ
う
｡

(
本
学
名
誉
教
授
)
～
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