
一
　
は
じ
め
に

　

接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
に
は
、〈
い
く
つ
か
の
事
柄
を
列

叙
す
る
用
法
（
１
ａ
）〉、〈
列
叙
さ
れ
た
事
柄
を
理
由
・
根
拠

と
し
て
導
か
れ
る
判
断
が
後
に
述
べ
ら
れ
る
用
法
（
１
ｂ
）〉、

〈
一
つ
の
事
実
・
条
件
を
あ
げ
、
そ
れ
以
外
の
事
柄
を
言
外
に

込
め
て
類
推
さ
せ
る
用
法
（
１
ｃ
）〉
が
あ
る
。

⑴
ａ　

こ
の
ホ
テ
ル
は
部
屋
は
き
れ
い
だ
し
、
料
理
は
う
ま
い

し
、
サ
ー
ビ
ス
も
よ
い
。

　

ｂ　

事
故
に
は
遭
う
し
、
雨
に
は
降
ら
れ
る
し
、
さ
ん
ざ
ん

で
し
た
。

　
ｃ　

天
気
も
ぱ
っ
と
し
な
い
よ
う
だ
し
、
し
ば
ら
く
旅
行
は

見
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
接
続
助
詞
「
し
」
は
並
列
表
現
に
与
る
一
方
で
、
条
件

表
現
に
も
与
る
と
い
う
意
味
で
、
複
文
の
観
点
か
ら
も
興
味
深

い
よ
う
に
思
う
。
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
に
関
し
て
、
現
代

語
研
究
で
は
後
述
す
る
よ
う
に
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
他
の
表
現
形
式
と
の
対
照
を
通
し
て
、
接
続
助
詞
「
し
」

の
意
味
用
法
上
の
特
徴
に
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

筆
者
は
先
に
接
続
助
詞
「
し
」
の
成
立
に
関
し
て
考
察
を
加

え
た注

１

。
こ
こ
で
は
、
現
代
語
研
究
に
於
い
て
、
指
摘
さ
れ
る
と

こ
ろ
の
用
法
上
の
特
徴
（
の
い
く
つ
か
）
に
つ
い
て
、
こ
の
語

の
発
生
の
経
緯
を
も
と
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

二
　
現
代
語
接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
用
法
概
観

　

現
代
語
の
接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
用
法
に
関
し
て
は
、
他

の
並
列
表
現
形
式
と
の
対
照
等
を
中
心
に
こ
れ
ま
で
に
も
多
く

の
研
究
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
い
く
つ
か
を

取
り
上
げ
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
上
の
特
徴
を
見
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

　

森
山
卓
郎
氏
「
並
列
述
語
構
文
―
『
た
り
』『
と
か
』『
か
』

『
な
り
』
の
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ
て
―
（
仁
田
義
雄
編
『
複
文

の
研
究
』
上
／
く
ろ
し
お
出
版
／
一
九
九
八
）
で
は
、
並
列
述

語
構
文
を
主
た
る
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

〈
並
列
の
意
味
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
候
補
的
並
列
」「
結
合
的

接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
用
法
と
そ
の
来
由

京　
　
　

健　

治
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並
列
」「
交
差
的
並
列
」
に
三
分
類
さ
れ
る
。

　
「
候
補
的
並
列
」
と
は
、「
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
と
い
う
関

係
で
の
並
列
」
で
あ
り
、〈
選
択
す
べ
き
も
の
と
し
て
並
列
す

る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
述
語
に
も
制
約
が
あ
り
、
通
常
、
義

務
必
要
、
命
令
な
ど
の
選
択
を
せ
ま
る
よ
う
な
述
語
が
共
起
す

る
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
と
か
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
と
い
う
。

⑵　

自
分
で
調
べ
る
と
か
人
に
聞
く
と
か
し
な
く
ち
ゃ
。

　
「
交
差
的
並
列
」
と
は
、「
前
件
と
後
件
と
が
一
つ
の
状
況
の

な
か
で
と
も
に
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で
の
並
列
関
係
」
で
あ

り
、〈
そ
の
た
め
、
矛
盾
す
る
事
態
を
並
列
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
〉
と
さ
れ
る
。「
し
」
と
「
連
用
形
＋
て
」
が
こ
れ
に

あ
た
る
と
い
う
。

⑶
＊
彼
の
料
理
は
（
お
い
し
い
し
／
お
い
し
く
て
）
ま
ず
い
。

　
「
結
合
的
並
列
」
と
は
「
事
態
が
複
数
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。〈
矛
盾
す
る
事
態
を
結
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
こ
れ
は
、
前
件
と
後
件
と
の
時
空
が
違
う
と
い

う
解
釈
が
で
き
る
か
ら
）
も
の
で
あ
る
。「
た
り
」
が
こ
れ
に

あ
た
る
と
い
う
。

⑷　

彼
の
料
理
は
お
い
し
か
っ
た
り
ま
ず
か
っ
た
り
し
た
。

　

森
山
論
文
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
並
列
述
語

構
文
を
主
た
る
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
の
形
式
の
意
味
記
述
に
主

眼
が
あ
る注

２

。
な
お
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
を
主
た
る
対
象

と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
前
田
直
子
氏
「
現
代
日
本
語
に
お
け

る
接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
・
用
法
─
並
列
と
理
由
の
関
係
を

中
心
に
─
」（『
人
文
』
４
／
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
／

二
〇
〇
五
年
）
が
あ
る
。
前
田
論
文
は
接
続
助
詞
「
し
」
の
意

味
用
法
に
関
す
る
記
述
が
詳
し
く
、
先
行
研
究
の
吟
味
等
に

於
い
て
、
示
唆
的
な
論
文
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
上
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、

こ
の
前
田
論
文
に
於
い
て
基
本
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
、
以
下
、
当
該
論
文
で
の
記
述
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

　

こ
こ
で
は
、
前
田
論
文
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
し
」
の

用
法
上
の
特
徴
を
箇
条
書
き
の
形
で
示
す
。

①
【「
し
」
は
、
判
断
の
レ
ベ
ル
ま
で
を
含
み
う
る
独
立
性
の

高
い
従
属
節
を
並
列
さ
せ
る
統
語
的
機
能
を
持
つ
。】

⑸　

あ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
料
理
も
お
い
し
い
し
、
値
段
も
安

い
。

　
（
５
）
で
は
、「
あ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」
の
持
つ
特
徴
と
し
て
、

「
料
理
が
お
い
し
い
こ
と
」
と
「
値
段
が
安
い
こ
と
」
を
並
列

す
る
、
と
す
る
。

②　
【「
し
」
は
「
だ
ろ
う
」
や
「
の
だ
」
と
い
っ
た
判
断
の
レ

ベ
ル
を
表
す
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き

（
中
俣
尚
己
二
〇
〇
五注

３

）、
こ
の
点
で
他
の
並
列
を
表
す

と
言
わ
れ
る
表
現
、
例
え
ば
テ
形
や
連
用
形
、「
～
も
～

ば
」
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。】

⑹
ａ　

お
金
も
あ
る
｛
だ
ろ
う
／
の
だ
｝
し
、
時
間
も
あ
る

｛
だ
ろ
う
／
の
だ
｝。

　

ｂ　

お
金
も
あ
っ
て
、
時
間
も
あ
る
。

　
ｃ　

お
金
も
あ
り
、
時
間
も
あ
る
。
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ｄ　

お
金
も
あ
れ
ば
、
時
間
も
あ
る
。

③　
【
対
等
な
関
係
を
示
す
事
態
で
あ
っ
て
も
、
列
挙
で
き
る

と
は
限
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。】

⑺
ａ　

⁇
私
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
だ
し
、
名
前
は
ジ
ョ
ー

で
す
、

　

ｂ　

⁇
父
は
会
社
員
だ
し
、
親
切
で
す
。

　
ｃ　

⁇
東
京
は
日
本
の
首
都
だ
し
、
パ
リ
は
フ
ラ
ン
ス
の

首
都
だ
。

　

ｄ　

⁇
エ
ジ
ソ
ン
は
電
球
を
発
明
し
た
し
、
ベ
ル
は
電
話

を
発
明
し
た
。

　
ｅ　

⁇
お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
し
、
お
ば

あ
さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
行
き
ま
し
た
。

（
７
）
の
よ
う
な
振
る
舞
い
か
ら
、「
こ
れ
ら
の
例
文
は
文
脈

が
な
け
れ
ば
不
自
然
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

　

た
し
か
に
、（
７
）
の
よ
う
な
言
い
方
は
不
自
然
で
あ
る
。

先
の
森
山
氏
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
し
」
の
並
列
用
法
と
し
て

の
性
格
（
＝
交
差
的
並
列
）
と
の
関
わ
り
と
も
思
え
な
い
。（
７

ａ
）「
私
が
」「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
る
」
こ
と
と
「（
私

の
）
名
前
が
ジ
ョ
ー
で
あ
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、（
７
）
の
よ
う
な
場
合
で
の
言
い
方
と
し
て

は
、

⑻
ａ　

私
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
、
名
前
は
ジ
ョ
ー
で
す
。

　

ｂ　

東
京
は
日
本
の
首
都
で
、
パ
リ
は
フ
ラ
ン
ス
の
首
都
だ
。

　
ｃ　

エ
ジ
ソ
ン
は
電
球
を
発
明
し
、
ベ
ル
は
電
話
を
発
明
し

た
。

　

ｄ　

お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
行
き
、
お
ば
あ
さ
ん
は

川
へ
洗
濯
に
行
き
ま
し
た
。

の
よ
う
に
、
連
用
形
接
続
か
「
テ
形
」
に
よ
る
接
続
形
式
を
取

る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

右
に
見
た
よ
う
な
「
し
」
の
振
る
舞
い
か
ら
、「
し
」
に
よ

る
並
列
に
つ
い
て
、〈「
し
」
の
並
列
用
法
自
体
が
何
ら
か
の
条

件
を
必
要
と
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
文
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
〉
と
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
こ

に
い
う
〈
何
か
ら
の
条
件
〉
と
は
、
寺
村
秀
夫
氏
の
い
う
〈
統

括
命
題注

４

〉
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

「
…
し
」
と
い
う
言
い
方
は
、
文
と
し
て
現
れ
て
い
る
か

い
な
い
か
は
別
と
し
て
、
あ
る
一
つ
の
命
題
が
意
識
に
あ

り
、
そ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
な
動
作
・
出
来
事
を
並
べ
る

点
に
特
徴
が
あ
る
だ
ろ
う
」

　

た
と
え
ば
、（
９
）
に
つ
い
て
、
寺
村
氏
は
、「
こ
の
文
は
、

「
彼
は
音
楽
の
才
能
が
あ
る
」
と
い
う
統
括
命
題
が
背
後
に

あ
っ
て
、
そ
の
例
と
し
て
、「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
」「
作
曲
を
す

る
」「
歌
が
上
手
だ
」
と
い
う
３
つ
の
例
を
挙
げ
た
も
の
」
で

あ
る
と
い
う
。

⑼　

彼
は
ピ
ア
ノ
も
弾
く
し
、
作
曲
も
す
る
し
、
歌
も
上
手
だ
。

　

前
田
氏
も
、「
し
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
る
と
こ
ろ
の
複
数

の
事
態
に
は
、
何
ら
か
の
「
命
題
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い

る
。
ま
た
、『
日
本
語
文
型
辞
典
』
に
も
「
話
し
手
の
意
識
の

中
で
互
い
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
な
事注

５

」
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
前
掲
の
（
７
ｅ
）
を
再
掲
す
る
。
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⑺
ｅ　

⁇
お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
し
、
お
ば

あ
さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
行
き
ま
し
た
。

　

た
し
か
に
、
こ
う
し
た
言
い
方
は
不
自
然
で
あ
る
が
、
何
ら

か
の
文
脈
を
与
え
て
や
る
と
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
く
な
る
場

合
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
た
と
え
ば
、
誰
か
が
訪
問
し
た
と
い

う
状
況
で
の
や
り
と
り
を
想
定
し
て
み
る
。

⑽
Ａ　

お
う
ち
の
人
は
誰
も
い
な
い
の
？

　

Ｂ　

お
じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
し
、
お
ば
あ

さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
行
き
ま
し
た
。（
だ
か
ら
だ
れ
も

家
に
は
い
ま
せ
ん
）。

　

文
例
と
し
て
は
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

上
の
よ
う
な
場
面
で
あ
れ
ば
、
言
え
な
く
は
な
い
よ
う
に
思

う
。
こ
れ
は
、
お
じ
い
さ
ん
が
山
へ
柴
刈
り
に
行
っ
た
」
こ
と

と
「
お
ば
あ
さ
ん
が
川
へ
洗
濯
に
行
っ
た
こ
と
」
を
繋
げ
て
表

現
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
何
故
に
セ
ッ
ト
で
述
べ
ら
れ
る
か
、
そ

の
表
現
意
図
が
不
明
確
な
た
め
で
あ
ろ
う
。（
10
）
の
場
合
で

あ
れ
ば
、〈
家
に
誰
も
い
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
な
事

例
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
表
現
可

能
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　

以
上
、「
～
し
～
し
」
に
よ
る
並
列
に
於
け
る
用
法
上
の
特

徴
を
概
観
し
た
が
、
こ
う
し
た
性
格
が
如
何
に
し
て
も
た
ら
さ

れ
た
の
か
と
い
う
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
接
続
助

詞
「
し
」
の
理
由
を
示
す
用
法
に
つ
い
て
、〈「
の
で
」
や
「
か

ら
」
よ
り
も
ゆ
る
や
か
な
因
果
関
係
」「
控
え
め
に
」
と
い
っ

た
表
現
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

◇
『
日
本
語
文
型
辞
典注
６

』

理
由
を
表
す
。「
の
で
」
や
「
か
ら
」
よ
り
も
ゆ
る
や

か
な
因
果
関
係
で
、
他
に
も
理
由
が
あ
る
と
い
う
含
み

が
あ
る
。

　

◇
『
基
礎
日
本
語
３注

７

』

控
え
め
に
、
あ
る
い
は
考
え
深
げ
に
言
い
さ
し
、
そ
こ

か
ら
導
か
れ
る
結
果
・
判
断
を
言
外
に
込
め
る
暗
示
的

な
表
現
（
例
：
大
学
へ
は
行
き
た
い
け
れ
ど
、
親
は
反

対
す
る
し
な
あ
。）。

　

こ
う
し
た
表
現
性
の
来
由
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
し
、
そ
も
そ
も
接
続
助
詞
「
し
」
に
〈
並
列
〉
と
〈
原

因
理
由
〉
の
用
法
が
存
す
る
の
か
も
併
せ
て
考
え
て
お
く
必
要

も
あ
ろ
う
。

三
　
接
続
助
詞
「
し
」
成
立
の
経
緯

　

接
続
助
詞
「
し
」
は
近
世
初
期
頃
、
以
下
の
よ
う
に
助
動
詞

「
ま
い
」「
う
」
に
承
接
す
る
例
を
以
て
文
献
上
現
れ
始
め
る
。

⑾
ａ　

路
次
す
が
ら
付
合
を
し
て
、
付
た
ら
は
松
を
取
る
ま
い

し
、
ゑ
付
ず
は
松
を
と
ら
ふ
（
虎
明
本
「
ふ
じ
ま
つ
」）

　

ｂ　

身
共
が
わ
ご
り
よ
に
て
き
た
ひ
も
せ
ま
ひ
し
、
ど
こ
な

り
と
も
、
き
り
た
か
ら
ふ
所
か
ら
思
ひ
の
ま
ゝ
に
き
ら

し
め	

（
虎
明
本
「
ぶ
あ
く
」）

　
ｃ　

今
か
ら
は
酒
も
た
べ
ま
ひ
し
、
ま
し
て
い
さ
か
ひ
も
致

ま
ひ
、
こ
の
た
び
は
か
ん
に
ん
し
て
く
だ
さ
れ
ひ
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（
虎
明
本
「
こ
ひ
聟
」）

　

ｄ　

お
の
れ
が
西
行
と
お
や
こ
で
は
あ
る
ま
ひ
し
、
似
合
わ

ぬ
西
行
だ
て
、
ぬ
か
す
と
云
て	

（
天
理
本
「
お
冷
」）

　
ｅ　

よ
そ
へ
御
ざ
つ
て
も
、
経
は
し
ら
せ
ら
れ
ず
、
勤
め
は

な
る
ま
ひ
し
、
な
さ
れ
様
が
あ
る
ま
ひ
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
「
小
傘
」）

　

ｆ　

牛
は
足
が
あ
つ
て
歩
く
、
道
で
わ
れ
に
抱
か
れ
う
と
は

云
ま
い
し
、
牛
に
つ
い
て
行
計
、
な
ら
い
で
は
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
理
本
「
木
六
駄
」）

⑿
ａ　

御
世
に
御
出
で
な
さ
れ
た
ら
ば
、
お
れ
も
じ
や
／
＼
馬

に
乗
ら
う
し
、
其
時
は
そ
ち
も
乗
物
に
乗
せ
て
歩
か
さ

う
ぞ	

（
好
色
伝
授
・
中
）

　

ｂ　

御
前
に
も
喜
ば
し
ま
し
よ
し
、
又
内
祝
も
致
し
ま
し
と

ぞ
ん
じ
ま
し
て	
（
好
色
伝
授
・
中
）

　
ｃ　

梅
川
が
サ
ア
出
る
に
極
ま
ら
ば
借
銭
も
あ
ら
ふ
し
、
泣

い
て
も
二
百
五
十
両
、	

（
冥
途
の
飛
脚
・
中
）

　

ｄ　

さ
ぞ
見
た
か
ら
ふ
し
、
見
せ
た
し
、
一
つ
は
あ
の
子
が

冥
加
の
た
め
、
夕
霧
殿
を
請
出
し
、
一
所
に
伴
な
ひ
、

暮
さ
ん
と
、	

（
夕
霧
阿
波
鳴
渡
・
上
）

　

発
生
当
初
は
「
ま
い
」「
う
」
に
承
接
し
て
い
た
が
、
そ
の

後
、
一
七
〇
〇
年
頃
以
降
、
上
接
語
の
拡
張
が
観
察
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。

⒀
ａ　

コ
レ
物
言
ふ
ま
い
、
二
三
日
も
あ
し
ら
は
ね
ば
、
又
は

づ
れ
る
し
、
薬
に
及
ば
ぬ	

（
御
所
桜
堀
川
夜
討
）

　

ｂ　

若
づ
る
が
で
る
し
、
七
こ
し
が
で
る
し
、
七
里
が
で
る

し
、
扇
屋
の
か
た
う
た
が
で
る	

（
通
言
総
籬
）

　
ｃ　

此
様
な
糺
明
に
は
逢
ふ
し
、
と
ん
と
独
り
居
て
も
持
た

ぬ
に
よ
っ
て	

（
漢
人
漢
文
手
管
始
）

　

先
述
の
通
り
、
現
代
語
の
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
に
は
、

　
　

①　

並
列
の
関
係
を
示
す

［
こ
の
ホ
テ
ル
は
部
屋
は
き
れ
い
だ
し
、
料
理
は
う

ま
い
し
、
サ
ー
ビ
ス
も
よ
い
。］

　
　

②　

一
つ
の
事
態
を
提
示
し
、
そ
れ
が
下
句
と
の
関
係
か

ら
見
て
、「
理
由
」
を
示
す
。

［
天
気
も
ぱ
っ
と
し
な
い
よ
う
だ
し
、
し
ば
ら
く
旅

行
は
見
合
わ
せ
ま
し
ょ
う
。］

　
　

③　

複
数
の
事
態
が
下
句
と
の
関
係
か
ら
見
て
、「
理
由
」

を
示
す
。

［
地
下
鉄
で
行
く
ほ
う
が
、
運
賃
は
安
い
し
、
時
間

も
早
い
し
、
ず
っ
と
得
で
す
よ
。］

が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
用
法
は
発
生
段
階
か
ら
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。

⒁
ａ　

路
次
す
が
ら
付
合
を
し
て
、
付
た
ら
は
松
を
取
る
ま
い

し
、
ゑ
付
ず
は
松
を
と
ら
ふ
（
虎
明
本
「
ふ
じ
ま
つ
」）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
【
用
法
①
】

　

ｂ　

身
共
が
わ
ご
り
よ
に
て
き
た
ひ
も
せ
ま
ひ
し
、
ど
こ
な

り
と
も
、
き
り
た
か
ら
ふ
所
か
ら
思
ひ
の
ま
ゝ
に
き
ら

し
め	

（
虎
明
本
「
ぶ
あ
く
」）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
【
用
法
②
】

　
ｃ　

今
か
ら
は
酒
も
た
べ
ま
ひ
し
、
ま
し
て
い
さ
か
ひ
も
致
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ま
ひ
、
こ
の
た
び
は
か
ん
に
ん
し
て
く
だ
さ
れ
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
虎
明
本
「
こ
ひ
聟
」）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
【
用
法
③
】

　

さ
て
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
来
歴
に
関
し
て
は
、
た
と
え

ば
、『	
日
本
国
語
大
辞
典
』「
し
」
の
項
・
補
注
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
形
容
詞
「
―
し
」
語
尾
と
の
関
連
が
説
か
れ
て
き

た
。

中
世
か
ら
み
ら
れ
る
、「
今
昔-

二
八
・
二
」
の
「
心
地
は

悪
し
、
寝
入
り
て
物
は
見
ず
成
り
ぬ
れ
ば
」、「
延
慶
本
平

家-

四
・
水
嶋
合
戦
事
」
の
「
船
は
少
し
、
浪
風
は
は
げ

し
か
り
け
り
、
踏
沈
め
て
一
人
も
残
ら
ず
皆
死
に
け
り
」

の
よ
う
な
形
容
詞
終
止
形
に
よ
る
接
続
用
法
か
ら
、
そ
の

語
尾
「
し
」
が
遊
離
独
立
し
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

形
容
詞
の
古
典
語
終
止
形
に
は
、（
15
）
の
よ
う
に
中
止
的

用
法
に
使
用
さ
れ
る
（
以
下
、「
不
十
分
終
止
」
と
呼
ぶ注

８

）
も

の
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。

⒂
ａ　

田
も
な
し
、
畠
も
な
し
。
村
も
な
し
、
里
も
な
し
。
お

の
づ
か
ら
人
は
あ
れ
ど
も
、
い
ふ
詞
も
聞
き
知
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
有
王
）

　

ｂ　

大
の
男
の
鎧
着
な
が
ら
、
馬
よ
り
舟
へ
が
は
と
飛
び
乗

ら
う
に
、
な
じ
か
は
よ
か
る
べ
き
。
舟
は
ち
ひ
さ
し
、

く
る
り
と
ふ
み
か
へ
し
て
ン
げ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
落
足
）

　
ｃ　

平
家
の
か
た
に
は
馬
に
乗
ッ
た
る
武
者
は
す
く
な
し
、

矢
倉
の
う
へ
の
兵
ど
も
、
矢
さ
き
を
そ
ろ
へ
て
雨
の
ふ

る
や
う
に
射
け
れ
ど
も
、
敵
は
す
く
な
し
、
み
か
た
は

お
ほ
し
、
勢
に
ま
ぎ
れ
て
矢
に
も
あ
た
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
一
二
之
懸
）

　

い
ず
れ
も
、
現
代
語
の
接
続
助
詞
「
し
」
に
よ
る
表
現
に
置

き
換
え
ら
れ
そ
う
な
用
法
を
有
し
て
い
る
。
右
の
例
は
中
世
前

期
の
例
で
あ
る
が注

９

、
こ
う
し
た
形
容
詞
の
古
典
語
終
止
形
「
―

シ
」
語
尾
に
よ
る
「
不
十
分
終
止
」
は
連
体
形
終
止
の
一
般
化

し
た
後
の
室
町
期
以
降
の
口
語
資
料
か
ら
も
拾
い
上
げ
ら
れ

る注注
注

。
⒃
ａ　

法
皇
も
お
ん
涙
を
流
せ
ら
れ
、
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
る
旨

も
な
し
、
少
将
も
涙
に
む
せ
び
、
申
し
あ
げ
ら
る
る
旨

も
ご
ざ
な
か
っ
た
。	

（
天
草
版
平
家
物
語
・
36
）

　

ｂ　

愚
僧
が
思
ふ
は
夜
も
長
し
、
夜
も
す
が
ら
宗
論
を
し

て
、
ど
ち
な
り
と
も
あ
り
が
た
い
と
聞
き
い
れ
た
方
の

弟
子
に
な
ら
う
と
思
ふ
が
、
何
と
あ
ら
う
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
虎
明
本
「
し
う
ろ
ん
）

　
ｃ　

こ
ゝ
は
山
も
高
し
、
谷
も
深
し
、
四
方
は
岩
石
ぢ
や
ほ

ど
に
、
搦
手
へ
も
た
や
す
う
は
よ
も
ま
は
ら
じ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
版
平
家
物
語
・
165
）

　

一
般
に
「
連
体
形
終
止
」
が
一
般
化
し
た
後
に
お
い
て
（
旧
）

終
止
形
は
口
語
の
世
界
か
ら
は
衰
退
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
・
狂
言
資
料
と
い
っ
た
中
世
以
降

の
口
語
資
料
に
は
、
こ
の
衰
退
し
た
と
さ
れ
る
旧
終
止
形
が
み

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
先
の
形
容
詞
「
―
シ
」
語
尾
の
他
に
も
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以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

⒄
ａ　

こ
の
北
の
方
は
新
大
納
言
の
娘
で
、
こ
の
腹
に
六
代
御

前
と
申
し
て
十
に
お
な
り
あ
る
若
君
も
ご
ざ
っ
つ
、
夜

叉
御
前
と
申
し
て
、
八
つ
に
お
な
り
あ
る
姫
君
も
ご

ざ
っ
た
が
、
…	

（
天
草
版
平
家
物
語
・
184
）

　

ｂ　
「
い
か
に
大
海
、
よ
う
聞
け
。
あ
る
ほ
ど
の
串
柿
は
皆

汝
に
与
へ
つ
、
ま
た
先
の
ご
と
く
わ
だ
か
ま
っ
て
余
を

た
ば
か
る
と
も
、
再
び
串
柿
を
ば
く
ら
は
す
る
こ
と
は

あ
る
ま
じ
い
ぞ
」
と
。
（
天
草
版
伊
曽
保
物
語
・
472
）

　
ｃ　

こ
と
は
り
は
申
し
つ
・
木
の
本
て
御
酒
を
ま
い
れ
ト
云

テ	
（『
六
義
』「
花
折
新
発
意
」）

　

ｄ　

甲
の
錣
を
か
た
む
け
て
、
橋
は
引
い
つ
、
敵
に
は
あ
ひ

た
し
、
錣
を
か
た
む
け
て
立
っ
た
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
版
平
家
物
語
・
126
）

　
ｅ　

実
盛
心
は
猛
け
れ
ど
も
、
老
武
者
な
り
、
手
は
負
う

つ
、
二
人
の
敵
を
あ
ひ
し
ら
は
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
手

塚
が
下
に
な
っ
て
、
つ
ひ
に
首
を
と
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
版
平
家
物
語
・
170
）

　

ｆ　

出
ば
や
と
は
お
も
へ
ど
も
、
も
つ
と
い
は
取
た
り
、
五

体
付
は
つ
け
た
り
、
爰
成
窓
か
ら
ち
よ
か
と
見
て
、
入

つ
出
つ
も
だ
え
た
。	

（
虎
寛
本
「
麻
生
」）

　
ｇ　

相
撲
は
見
た
し
・
相
手
は
な
し
・
し
よ
せ
ん
身
共
か
と

ら
う
と
い
へ
ト
云	

（『
六
義
』「
鼻
取
相
撲
」）

　

さ
て
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
来
歴
に
は
先
述
の
如
く
、
形
容

詞
「
し
」
語
尾
を
起
源
と
す
る
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
考
え
に
は
、
柏
原
司
郎
氏
・
鈴
木
浩
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う

に
、
形
容
詞
語
尾
の
「
し
」
が
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
遊
離
す

る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る注注

注

。
す
な
わ
ち
、
接
続
助

詞
「
し
」
の
具
体
的
な
成
立
過
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

発
生
当
初
「
ま
い
」
に
承
接
す
る
例
が
先
行
し
て
現
れ
る
の
は

何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
両
氏
に
見
解

が
あ
る注注

注

が
、
筆
者
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た注注
注

。
そ

の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
結
論

を
示
す
。

　

接
続
助
詞
「
し
」
の
発
生
は
、
室
町
期
頃
に
成
立
を
見
た
接

続
助
詞
「
け
れ
ど
も
」
と
同
様
の
経
緯
を
経
た
も
の
で
は
な
い

か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
接
続
助
詞
「
け
れ
ど
も
」
の

発
生
を
参
考
に
し
た
の
は
、

○
接
続
助
詞
「
け
れ
ど
も
」
の
発
生
：「
ま
い
」「
う
」
承
接

例
が
先
行
し
て
現
れ
る
こ
と

○
接
続
助
詞
「
し
」
の
発
生
：「
ま
い
」「
う
」
承
接
例
が
先

行
す
る
形
で
現
れ
る
こ
と

の
よ
う
に
、
両
者
似
通
っ
た
形
で
出
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

接
続
助
詞
「
け
れ
ど
も
」
の
成
立
に
関
す
る
も
の
に
、
西
田

絢
子
氏
「『
け
れ
ど
も
』
考
―
そ
の
発
生
か
ら
確
立
ま
で
―
」

（『
東
京
成
徳
短
大
紀
要
』
11
・
一
九
七
八
年
）
が
あ
る
。
西
田

氏
は
、
接
続
助
詞
「
け
れ
ど
も
」
は
「
ま
い
け
れ
ど
も
」
な
る

形
式
が
成
立
し
た
後
、
こ
れ
に
「
ま
い
＋
け
れ
ど
も
」
と
い
う

異
分
析
が
な
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
け
れ
ど
も
」
が
遊
離
独
立
し

た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
る
。「
け
れ
ど
も
」
成
立
の
契
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機
と
な
っ
た
「
ま
い
け
れ
ど
も
」
な
る
形
に
つ
い
て
は
、
室
町

期
に
於
い
て
新
た
に
成
立
を
み
た
否
定
推
量
辞
「
ま
い
」
と
旧

来
の
「
ま
じ
（
い
）」
と
が
併
用
さ
れ
る
と
い
う
中
に
あ
っ
て
、

旧
来
の
形
式
「
ま
じ
け
れ
ど
も
」
に
牽
か
れ
て
「
ま
い
け
れ
ど

も
」
の
形
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

接
続
助
詞
「
し
」
の
来
歴
に
関
し
て
は
、
先
述
の
如
く
、
形

容
詞
「
―
シ
」
語
尾
に
求
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
遊
離
独
立

と
い
う
点
で
問
題
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
加
え
て
、
何
故

に
助
動
詞
「
ま
い
」
に
承
接
す
る
用
法
が
先
行
す
る
の
か
と

い
う
点
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す

べ
く
、
筆
者
は
「
ま
い
し
」
な
る
形
式
が
何
ら
か
の
事
情
（
後

述
）
に
よ
っ
て
発
生
し
、
そ
こ
か
ら
「
し
」
が
切
り
出
さ
れ
る

こ
と
（「
ま
い
」
＋
「
し
」）
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

た
。
接
続
助
詞
「
し
」
成
立
に
関
与
し
た
と
思
し
き
「
ま
い
し
」

な
る
語
形
の
成
立
に
つ
い
て
注
目
し
た
の
は
、
以
下
の
「
ま
じ

し
」
な
る
語
形
で
あ
る注注

注

。

⒅
ａ　

今
コ
ヽ
ニ
イ
マ
メ
カ
シ
ク
次
公
カ
字
ヲ
引
キ
コ
ト
モ
ヲ

カ
シ
ヽ
、
又
宋
彦
材
カ
コ
ト
ヲ
引
ク
コ
ト
モ
ア
ル
マ

シ
ヽ
イ
ツ
レ
邊
ニ
彦
材
ノ
二
字
ハ
ア
マ
リ
テ
見
エ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
四
河
入
海
・
５
ノ
２
・
48
ウ
）

　

ｂ　

蛟
ヲ
キ
リ
虎
ヲ
刺
ヤ
ウ
ナ
ル
事
ハ
我
ハ
老
テ
無
力
程
ニ

ナ
ル
マ
シ
ヽ
又
此
ノ
剣
ヲ
佩
ハ
官
吏
カ
帯
牛
佩
犢
ト
云

テ
シ
カ
ル
ヘ
キ
ソ
（
四
河
入
海
・
12
ノ
３
・
38
オ
）

　

こ
の
「
マ
ジ
シ
」
の
元
に
あ
っ
た
語
は
否
定
推
量
辞
の
「
マ

ジ
イ
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
不
十
分
終
止
」
表
現
に
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
マ
ジ
イ
」
の

「
イ
」
を
「
シ
」
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
ー
イ
」
語

尾
を
「
ー
シ
」
語
尾
に
置
き
換
え
る
形
で
「
不
十
分
終
止
」
用

法
が
為
さ
れ
た
の
は
、
室
町
期
以
降
の
形
容
詞
「
―
シ
」
語
尾

の
「
不
十
分
終
止
」
用
法
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先

述
の
如
く
、
室
町
期
以
降
に
於
い
て
、
形
容
詞
「
―
シ
」
語
尾

が
「
不
十
分
終
止
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、

（
19
ａ
）
に
は
旧
終
止
形
「
な
し
」
が
対
句
表
現
の
前
句
に
、

新
終
止
形
「
な
い
」
が
後
句
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、（
19
ｂ
）

で
は
助
動
詞
「
た
し
」
の
旧
終
止
形
が
前
句
に
、
新
終
止
形
が

後
句
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
例
は
「
―
シ
」
語
尾
の

「
不
十
分
終
止
」
と
し
て
の
性
格
を
如
実
に
示
し
て
い
る
も
の

と
言
え
よ
う
。

⒆
ａ　

西
王
母
が
三
千
歳
も
昔
語
り
で
、
今
は
な
し
。
東
方
朔

が
九
千
歳
も
名
の
み
残
っ
て
、
姿
は
な
い
、
こ
れ
が
善

知
識
の
も
と
ゐ
で
ご
ざ
る
と
言
う
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
版
平
家
物
語
・
314
）

　

ｂ　

そ
う
じ
て
そ
れ
が
し
ハ
、
人
の
行
な
と
い
ふ
所
へ
ハ
ゆ

き
た
し
、
又
ミ
な
と
い
ふ
も
の
ハ
ミ
た
い
、
此
ぶ
す
ハ

ち
と
ミ
た
い
事
で
ハ
な
い
か	

（
祝
本
「
ぶ
す
」）

　

先
の
「
マ
ジ
シ
」
は
以
下
の
よ
う
な
対
応
関
係
に
よ
り
成
立

を
見
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⒇　
「
な
い
」：「
な
し
」
＝
「
ま
じ
い
」：「
ま
じ
し
」

　

こ
の
「
マ
ジ
シ
」
を
介
し
て
成
立
し
た
の
が
「
マ
イ
シ
」
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
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㉑　
「
ま
じ
し
」〔「
マ
ジ
イ
」
の
「
不
十
分
終
止
」
化
〕
≒
「
ま

い
し
」　

→　
〈「
ま
い
」
＋
「
し
」〉〔
異
分
析
〕　

→

「
し
」【
一
語
化
】

　

（
cf　
「
ま
じ
け
れ
＋
ど
も
」
≒
「
ま
い
け
れ
ど
も
」
→
〈「
ま

い
」
＋
「
け
れ
ど
も
」〉
→
「
け
れ
ど
も
」【
一
語
化
】）

四
　
接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
用
法
の
検
討

　

前
節
で
は
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
成
立
過
程
を
確
認
し
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
発
生
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
第
二
節
に
見
た
と

こ
ろ
の
接
続
助
詞
「
し
」
の
意
味
用
法
上
の
特
徴
と
の
関
連
を

考
え
て
み
た
い
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
接
続
助
詞
「
し
」
に
は
、〈
①
並
列
の

関
係
を
示
す
〉〈
②
一
つ
の
事
態
を
提
示
し
、
そ
れ
が
下
句
と

の
関
係
か
ら
見
て
、「
理
由
」
を
示
す
〉〈
③
複
数
の
事
態
が
下

句
と
の
関
係
か
ら
見
て
、「
理
由
」
を
示
す
〉
用
法
が
あ
り
、

そ
れ
は
発
生
段
階
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

用
法
は
、
そ
の
発
生
の
背
景
に
あ
っ
た
形
容
詞
「
―
シ
」
語
尾

の
用
法
と
の
関
連
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。（
22
）
に
右

の
①
用
法
、（
23
）
に
②
用
法
、（
24
）
に
③
用
法
を
示
す
。

㉒
ａ　

法
皇
も
お
ん
涙
を
流
せ
ら
れ
、
お
ほ
せ
く
だ
さ
る
る
旨

も
な
し
、
少
将
も
涙
に
む
せ
び
、
申
し
あ
げ
ら
る
る
旨

も
ご
ざ
な
か
っ
た
。	

（
天
草
版
平
家
物
語
・
36
）

　

ｂ　

西
王
母
が
三
千
歳
も
昔
語
り
で
、
今
は
な
し
。
東
方
朔

が
九
千
歳
も
名
の
み
残
っ
て
、
姿
は
な
い
、
こ
れ
が
善

知
識
の
も
と
ゐ
で
ご
ざ
る
と
言
う
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
天
草
版
平
家
物
語
・
314
）

㉓
ａ　

平
家
の
か
た
に
は
馬
に
乗
ッ
た
る
武
者
は
す
く
な
し
、

矢
倉
の
う
へ
の
兵
ど
も
、
矢
さ
き
を
そ
ろ
へ
て
雨
の
ふ

る
や
う
に
射
け
れ
ど
も
、
敵
は
す
く
な
し
、
み
か
た
は

お
ほ
し
、
勢
に
ま
ぎ
れ
て
矢
に
も
あ
た
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
一
二
之
懸
）

　

ｂ　

浄
妙
に
力
を
つ
け
う
と
て
、
つ
づ
い
て
戦
う
た
が
、
橋

の
行
桁
は
せ
ば
し
、
通
ら
う
や
う
は
な
し
、
浄
妙
が
甲

の
手
先
に
手
を
お
い
て	

（
天
草
版
平
家
物
語
・
127
）

㉔
ａ　

大
の
男
の
鎧
着
な
が
ら
、
馬
よ
り
舟
へ
が
は
と
飛
び
乗

ら
う
に
、
な
じ
か
は
よ
か
る
べ
き
。
舟
は
ち
ひ
さ
し
、

く
る
り
と
ふ
み
か
へ
し
て
ン
げ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
落
足
）

　

ｂ　

つ
は
も
の
ど
も
、「
く
ら
さ
は
く
ら
し
、
い
か
が
せ
ん

ず
る
」
と
口
々
に
申
し
け
れ
ば
、
九
郎
御
曹
司
、「
例

の
大
だ
い
松
は
い
か
に
」。
土
肥
二
郎
、「
さ
る
事
候
」

と
て
、
小
野
原
の
在
家
に
火
を
ぞ
か
け
た
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
三
草
合
戦
）

　

ま
た
、
接
続
助
詞
「
し
」
に
つ
い
て
は
、「
し
」
は
「
だ
ろ
う
」

や
「
の
だ
」
と
い
っ
た
判
断
の
レ
ベ
ル
を
表
す
モ
ダ
リ
テ
ィ
要

素
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。（
６
）
再
掲
。

⑹
ａ　

お
金
も
あ
る
｛
だ
ろ
う
／
の
だ
｝
し
、
時
間
も
あ
る

｛
だ
ろ
う
／
の
だ
｝。

　

ｂ　

お
金
も
あ
っ
て
、
時
間
も
あ
る
。
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ｃ　

お
金
も
あ
り
、
時
間
も
あ
る
。

　

ｄ　

お
金
も
あ
れ
ば
、
時
間
も
あ
る
。

　
「
し
」
に
よ
る
並
列
が
判
断
レ
ベ
ル
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
要
素
に

も
承
接
す
る
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ま
い
し
」
な
る
語

形
か
ら
の
遊
離
独
立
し
た
と
い
う
発
生
経
緯
に
よ
る
と
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、〈
理
由
を
示
す
用
法
〉
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
表
現

性
―
緩
や
か
な
因
果
関
係
を
示
す
―
に
つ
い
て
、「
不
十
分
終

止
」
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
み
る
。

　

古
典
語
終
止
形
に
よ
る
「
不
十
分
終
止
」
に
は
、
原
因
理
由

句
を
構
成
す
る
用
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
（
27
）
に
見
る
よ
う

に
、「
―
は
（
も
）
―
終
止
形
」
の
形
で
提
示
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。

㉕
ａ　

大
の
男
の
鎧
着
な
が
ら
、
馬
よ
り
舟
へ
が
は
と
飛
び
乗

ら
う
に
、
な
じ
か
は
よ
か
る
べ
き
。
舟
は
ち
ひ
さ
し
、

く
る
り
と
ふ
み
か
へ
し
て
ン
げ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
落
足
）

　

ｂ　

平
家
の
か
た
に
は
馬
に
乗
ッ
た
る
武
者
は
す
く
な
し
、

矢
倉
の
う
へ
の
兵
ど
も
、
矢
さ
き
を
そ
ろ
へ
て
雨
の
ふ

る
や
う
に
射
け
れ
ど
も
、
敵
は
す
く
な
し
、
み
か
た
は

お
ほ
し
、
勢
に
ま
ぎ
れ
て
矢
に
も
あ
た
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
平
家
物
語
・
一
二
之
懸
）

　
（
25
ａ
）
は
「
舟
は
ち
ひ
さ
し
」
が
下
句
の
「
く
る
り
と
ふ

み
か
へ
し
て
ン
げ
り
」
と
い
う
事
態
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

（
25
ｂ
）
は
、
矢
を
射
る
が
、「
敵
は
す
く
な
し
、
み
か
た
は
お

ほ
し
」
で
あ
る
た
め
、
当
た
ら
な
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
25
ａ
）
で
は
理
由
と
な
る
事
態
が
「
舟
は
ち
ひ
さ
し
」
で
示

さ
れ
、（
25
ｂ
）
で
は
「
敵
は
す
く
な
し
」
と
「
み
か
た
は
お

ほ
し
」
と
が
併
記
さ
れ
、
全
体
が
理
由
句
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
「
―
は
（
も
）
―
終
止
形
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ

て
、
事
態
を
投
げ
出
す
か
の
よ
う
に
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
の
で
」
節
・「
か
ら
」
節
の
よ
う
な
因
果
関
係
を
明
示
す
る
形

式
に
対
し
て
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
理
由
を
示
す
用
法
に
於
い

て
、
そ
の
因
果
関
係
が
希
薄
と
な
る
の
は
、
そ
の
成
立
の
ベ
ー

ス
に
あ
っ
た
「
―
は
（
も
）
―
古
典
語
終
止
形
」
と
い
う
形
式

に
よ
る
事
態
の
提
示
の
述
べ
方
に
帰
因
す
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

森
山
氏
は
、「
～
し
～
し
」
に
よ
る
並
列
を
「
交
差
的
並
列
」

で
あ
る
と
す
る
。「
交
差
的
並
列
」
と
は
「
前
件
と
後
件
と
が

一
つ
の
状
況
の
な
か
で
と
も
に
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で
の
並

列
関
係
」
を
い
う
。
そ
う
い
う
並
列
関
係
で
あ
る
こ
と
か
ら

「
矛
盾
す
る
事
態
を
並
列
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

㉖
ａ　

＊
あ
の
店
の
料
理
は
お
い
し
い
し
ま
ず
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
交
差
的
並
列
］

　

ｂ　

あ
の
店
の
料
理
は
お
い
し
か
っ
た
り
ま
ず
か
っ
た
り
し

た
。［
結
合
的
並
列
］

　

た
し
か
に
、「
し
」
の
並
列
に
あ
っ
て
、
矛
盾
す
る
事
柄
の

並
列
は
不
適
切
の
よ
う
で
あ
る
が
、

㉗　

娘
の
結
婚
は
｛
う
れ
し
く
も
あ
る
｝
し
、｛
悲
し
く
も
あ

る
｝。
の
よ
う
な
言
い
方
は
で
き
そ
う
に
思
う
。「
う
れ
し
く
も
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あ
る
」「
悲
し
く
も
あ
る
」
と
は
相
反
す
る
も
の
で
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、（
26
ａ
）
の
「
あ
の
店
の
料
理
は
お
い
し
い
し
ま
ず

い
」
は
や
は
り
非
文
と
い
わ
ざ
る
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、（
27
）
の
よ
う
な
言
い
方
も
で
き
そ
う
な
の
は
何

故
で
あ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、（
27
）
の
場
合
は
言
え
そ
う
で
あ
る
と
述
べ
た

が
、

㉘
？　

娘
の
結
婚
は
う
れ
し
い
し
悲
し
い
。	

の
場
合
で
あ
る
と
、
不
自
然
な
言
い
方
と
な
る
よ
う
に
思
う
。

　

こ
の
違
い
は
何
か
と
い
う
と
、（
27
）
で
は
「
う
れ
し
く
も

あ
る
」「
悲
し
く
も
あ
る
」
と
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、（
28
）
で
は
「
う
れ
し
い
」「
悲
し
い
」
と
が
並
列
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
～
し
～
し
」
が
並
列
す
る

の
は
語
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
文
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

㉙
ａ　
　

あ
の
店
の
料
理
は
安
い
し
う
ま
い
。

　

ｂ　

＊
あ
の
店
の
料
理
は
お
い
し
い
し
ま
ず
い
。

　
（
29
）
の
並
列
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
文
（（
30
）
参
照
）
に

対
し
て
、
こ
れ
を
同
一
主
語
で
統
合
し
た
表
現
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

㉚
ａ　
｛
あ
の
店
の
料
理
は
安
い
｝
／
｛
あ
の
店
の
料
理
は
う

ま
い
｝
＝
併
存
す
る
事
態

　

ｂ　
｛
あ
の
店
の
料
理
は
お
い
し
い
｝
／
｛
あ
の
店
の
料
理

は
ま
ず
い
｝
＝
併
存
し
な
い
事
態

　
「
し
」
が
文
レ
ベ
ル
に
承
接
す
る
の
も
先
に
見
た
発
生
事
情

に
よ
る
と
い
え
る
。
続
い
て
、
寺
村
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
統

括
命
題
」
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

⑼
彼
は
ピ
ア
ノ
も
弾
く
し
、
作
曲
も
す
る
し
、
歌
も
上
手
だ
。

　
（
９
）
の
言
い
方
に
於
い
て
、
統
括
命
題
と
し
て
、「
彼
は
音

楽
の
才
能
が
あ
る
」
が
存
在
し
、
そ
の
具
体
的
な
事
例
と
し
て

「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
」「
作
曲
を
す
る
」「
歌
が
上
手
だ
」
が
示
さ

れ
て
い
る
と
す
る
。
な
お
、「
統
括
命
題
の
存
在
」
に
関
し
て
、

白
川
博
之
氏
は
、「
し
」
の
用
法
を
「
併
存
用
法
」「
列
挙
用
法
」

と
に
分
け
、
両
者
は
寺
村
秀
夫
氏
の
い
う
「
統
括
命
題
」
の
有

無
に
お
い
て
異
な
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
列
挙
用
法
」

は
「
統
括
命
題
」
を
常
に
伴
う
が
、「
併
存
用
法
」
は
伴
わ
ず
、

両
者
は
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る注注

注

。

㉛
ａ　

そ
れ
は
神
秘
主
義
と
も
あ
ま
り
関
係
な
い
し
、
前
世
の

問
題
と
も
関
係
な
い
し
、
霊
界
の
問
題
と
も
直
接
、
関

係
な
い
で
す
ね
。	

…
【
併
存
用
法
】

　

ｂ　

平
凡
だ
し
、
変
わ
っ
た
趣
味
も
な
い
し
、
可
愛
げ
も
な

い
し
、
不
良
っ
ぽ
く
も
な
い
し
、
フ
フ
フ
、
女
性
を
引

き
つ
け
る
と
こ
ろ
、
少
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
【
列
挙
用
法
】

　
「
併
存
用
法
」「
列
挙
方
法
」
と
の
統
括
命
題
の
存
在
の
有
無

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
な
ど
興
味
深
い
点
で
も
あ

り
、
ま
た
、「
し
」
の
展
開
と
の
関
わ
り
も
予
想
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
統
括
命
題
の
有
無
の
指
摘
が
為
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、「
併
存
用
法
」「
列
挙
用
法
」
に
よ
っ
て
、
統
括
命
題
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の
存
在
に
違
い
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、「
し
」
の
並
列
用

法
に
そ
う
し
た
命
題
の
存
在
が
あ
る
と
い
う
の
は
一
致
し
て
い

る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
「
～
し
～
し
」
の
並
列
に
は
統
括
命
題

な
る
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㉜
ａ　

彼
は
ピ
ア
ノ
も
弾
く
し
、
作
曲
も
す
る
し
、
歌
も
上
手

だ
。

　
　
　
　

◆
統
括
命
題
：「
彼
は
音
楽
の
才
能
が
あ
る
」

　
　
　
　

◇
事
例
：「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
」「
作
曲
を
す
る
」「
歌

が
上
手
だ
」

　

ｂ　

平
凡
だ
し
、
変
わ
っ
た
趣
味
も
な
い
し
、
可
愛
げ
も
な

い
し
、
不
良
っ
ぽ
く
も
な
い
し
、
フ
フ
フ
、
女
性
を
引

き
つ
け
る
と
こ
ろ
、
少
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

◆
統
括
命
題
：「
彼
に
は
女
性
を
惹
き
付
け
る
よ
う

な
魅
力
が
な
い
」

　
　
　
　

◇
事
例
：「「
平
凡
だ
」「
変
わ
っ
た
趣
味
が
な
い
」

「
可
愛
げ
が
な
い
」

　

こ
う
し
た
統
括
命
題
の
存
在
は
、「
し
」
成
立
の
ベ
ー
ス
に

あ
る
「
不
十
分
終
止
」
の
あ
り
方
に
手
が
か
り
が
得
ら
れ
そ

う
に
思
う
。「
不
十
分
終
止
」
に
は
、
複
数
の
事
態
が
列
挙
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
事
態
生
起
の
理
由
で
あ
っ
た
り
、
判
断
の
根
拠

と
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。（
33
）
を
見
ら
れ
た
い
。

㉝　

兄
此
レ
ヲ
聞
ク
ト
云
ヘ
ド
モ
、
既
ニ
夜
ニ
ハ
成
ヌ
、
従
者

ハ
无
シ
。
三
条
京
極
ノ
辺
ハ
遙
也
。
何
ガ
ハ
可
為
カ
ラ

ム
。	

（
今
昔
物
語
集
・
巻
27
・
33
）

　

た
と
え
ば
、（
33
）
は
傍
線
部
「
既
ニ
夜
ニ
ハ
成
ヌ
、
従
者

ハ
无
シ
。
三
条
京
極
ノ
辺
ハ
遙
也
」
が
波
線
部
「
何
ガ
ハ
可
為

カ
ラ
ム
」
と
い
う
判
断
を
起
こ
さ
せ
る
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
提
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
態
の
一
つ
一
つ
は
何
ら
関

係
が
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
発
話
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は

困
っ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
踏

ま
え
て
、「
何
ガ
ハ
可
為
カ
ラ
ム
」
と
い
う
判
断
を
導
き
出
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
事
態
の
生
起
・
何
ら
か
の
判
断
を
導
く

上
で
の
、
根
拠
と
な
る
事
態
・
認
識
が
列
挙
さ
れ
る
が
、
そ
の

列
挙
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
項
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
事
項

間
に
関
連
性
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う
。

　

接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
統

括
命
題
の
存
在
も
右
に
見
た
「
不
十
分
終
止
」
に
よ
る
並
列
と

の
関
連
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
現
代
語
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
接
続
助

詞
「
し
」
の
用
法
上
の
特
徴
に
つ
い
て
、
こ
の
語
の
発
生
の
経

緯
等
を
も
と
に
、
そ
の
来
由
を
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
あ

く
ま
で
も
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
の
一
部
を
取
り
上
げ
た
に

過
ぎ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
接
続
助
詞
「
し
」
の
用
法
に
関
し
て
、
前
田
氏

は
〈「
し
」
が
並
べ
る
の
は
、「
因
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
逆

の
「
果
」
で
あ
る
場
合
も
あ
る
〉
と
の
指
摘
し
、（
34
）
の
例
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を
示
さ
れ
る注注
注

。

㉞
ａ　

正
直
な
と
こ
ろ
、
彼
が
興
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
大
橋

登
美
子
で
は
な
く
て
、
登
美
子
が
女
で
あ
る
と
い
う
、

そ
の
事
だ
け
だ
っ
た
。
彼
女
が
女
で
あ
る
こ
と
に
は
、

抵
抗
し
得
な
い
よ
う
な
誘
惑
を
感
じ
る
。
け
れ
ど
も
大

橋
登
美
子
と
い
う
人
格
が
、
邪
魔
だ
っ
た
。
だ
か
ら
彼

は
今
日
ま
で
一
度
も
愛
の
告
白
や
愛
の
誓
い
を
与
え
な

か
っ
た
し
、
一
通
の
手
紙
を
も
書
か
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
青
春
の
蹉
跌
）

　

ｂ　
「
う
ん
、
と
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
試
合
を

や
っ
て
千
ド
ル
も
ら
っ
た
の
か
な
、
そ
れ
だ
け
あ
れ
ば

ひ
と
つ
の
家
族
が
一
年
ち
か
く
暮
ら
せ
る
ん
だ
っ
て
、

あ
そ
こ
で
は
。
だ
か
ら
、
金
に
苦
労
は
し
な
か
っ
た

し
、
そ
こ
で
洗
礼
も
受
け
た
し
…
…
で
も
、
帰
っ
て
き

て
…
…
あ
い
つ
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
瞬
の
夏
）

　

辞
典
類
に
あ
っ
て
、「
し
」
の
用
法
と
し
て
は
、〈
並
列
〉
と

〈
原
因
理
由
〉
と
は
立
項
さ
れ
る
が
、〈
果
〉
は
立
て
ら
れ
て
い

な
い
。
た
し
か
に
、（
34
）
の
例
は
〈
果
〉
を
示
し
て
い
る
が
、

注
意
し
て
お
く
べ
き
は
「
だ
か
ら
」
の
語
が
直
前
に
あ
る
よ
う

に
、
そ
う
し
た
接
続
語
の
支
え
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
う

が
、
こ
の
こ
と
は
、「
し
」
が
何
を
列
挙
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
よ
う
に
思
う
。
触
れ
残
し
た
点

は
後
考
に
俟
ち
た
い
。

［
注
］

（
１
）
拙
稿
「
接
続
助
詞
「
し
」
の
成
立
過
程
」（『
島
大
国
文
』

28
号
／
二
〇
〇
〇
年
）

（
２
）
他
に
、
森
山
卓
郎
氏
「
う
ど
ん
に
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
か
け
た

り
し
て
」
―
並
立
の
意
味
（『
月
刊
言
語
』
第
26
巻
第

２
号
／
大
修
館
書
店
／
一
九
九
七
年
）
が
あ
る
。

（
３
）
中
俣
尚
己
氏
「「
善
人
も
い
れ
ば
悪
人
も
い
る
」
の
よ

う
な
並
列
文
に
つ
い
て
─
「
し
」
を
用
い
た
並
列
と
の

比
較
─
」（
関
西
言
語
学
会　

第
30
回
記
念
大
会
発
表

要
旨
／
二
〇
〇
五
年
）。

（
４
）
寺
村
秀
夫
氏
「
並
列
的
接
続
と
そ
の
影
の
統
括
命
題
─

モ
、
シ
、
シ
カ
モ
の
場
合
─
」『
日
本
語
学
』
３
巻
８

号
／
一
九
八
四
年
）（『
寺
村
秀
夫
論
文
集
Ⅰ
─
日
本
語

文
法
編
─
』（
一
九
九
三
年
／
く
ろ
し
お
出
版
）
に
再

録
）。

（
５
）
グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
『
日
本
語
文
型
辞
典
』（
く

ろ
し
お
出
版
／
一
九
九
八
年
）。

（
６
）
注
５
に
同
じ
。

（
７
）
森
田
良
行
氏
『
基
礎
日
本
語
３
』（
角
川
書
店
／

一
九
八
四
年
）。

（
８
）「
不
十
分
終
止
」
な
る
用
語
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
浩
氏

「
接
続
助
詞
『
し
』
の
成
立
」（『
文
芸
研
究
』
第
64
号

／
一
九
九
〇
年
）
の
規
定
に
従
う
も
の
と
す
る
。

（
９
）
京
極
興
一
氏
「
終
止
形
に
よ
る
条
件
表
現
―
「
平
家
物

語
」
を
中
心
と
し
て
―
」（『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』
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第
一
号
／
一
九
六
六
年
）。
小
田
勝
氏
『
古
代
語
構
文

の
研
究
』（
お
う
ふ
う
／
二
〇
〇
六
年
）。

（
10
）
出
雲
朝
子
氏
「『
は
さ
み
こ
み
』
に
つ
い
て
―
文
法
史

的
考
察
―
」（『
国
語
学
』
143
集
）。
鈴
木
氏
注
８
論

文
。
拙
稿
「
不
十
分
終
止
」
の
史
的
展
開
―
旧
終
止
形

残
存
の
文
法
史
的
意
義
―
」（『
語
文
研
究
』
75
号
・

一
九
九
三
年
）。

（
11
）
柏
原
司
郎
氏
「
接
続
助
詞
「
し
」
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
田
辺
博
士
古
希
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』
／

一
九
七
九
年
）。
同
「
接
続
助
詞
『
し
』
の
成
立
に
つ

い
て
の
補
遺
考
」（『
国
語
研
究
』
43
／
一
九
八
〇
年
）。

鈴
木
氏
注
８
論
文
。

（
12
）
注
11
に
同
じ
。

（
13
）
注
１
論
文
。

（
14
）
湯
沢
幸
吉
郎
氏
『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
に
よ
る
。

（
15
）
白
川
博
之
氏
「
接
続
助
詞
「
シ
」
の
機
能
」
／
中
右

実
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
意
味
と

形
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
下
巻
』（
く
ろ
し
お
出
版
／

二
〇
〇
一
年
）。

（
16
）
前
掲
前
田
氏
論
文
。

　
　
　

（
岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
准
教
授
）
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