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上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
一
五

は
じ
め
に

古
典
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ
お
よ
び
マ
ジ
は
、
そ
れ
以
外
の
推
量
助
動
詞
と
異

な
る
点
を
多
々
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
い
わ
ゆ
る
推
量
・
適
当
・
可
能
・
当

為
・
命
令
な
ど
と
呼
ば
れ
る
非
常
に
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
他
の

推
量
助
動
詞
は
多
く
終
止
・
連
体
・
已
然
の
三
形
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
ベ

シ
・
マ
ジ
は
活
用
形
が
ほ
ぼ
完
備
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
連
用
形
を
持
っ
て
い
る
。

第
三
に
、
多
く
の
推
量
助
動
詞
は
他
の
助
動
詞
が
下
接
す
る
こ
と
が
な
い
の
に
対

し
て
、
ベ
シ
は
ベ
カ
リ
‐
キ
・
ベ
カ
リ
‐
ケ
リ
の
よ
う
に
過
去
助
動
詞
も
、
ベ
カ

リ
‐
ツ
の
よ
う
に
完
了
助
動
詞
も
、
ベ
カ
ラ
‐
ズ
の
よ
う
に
打
消
助
動
詞
も
、
そ

し
て
な
ん
と
ベ
カ
ラ
‐
ム
・
ベ
カ
ラ
‐
マ
シ
・
ベ
カ
リ
‐
ケ
ム
・
ベ
カ
ル
‐
ラ

シ
・
ベ
カ
ル
‐
メ
リ
の
よ
う
に
他
の
推
量
助
動
詞
も
下
接
す
る
（
ベ
カ
リ
‐
ツ
に

つ
い
て
は
井
島
（
二
〇
〇
七
・
八
、
一
一
・
二
）
に
お
い
て
こ
の
場
合
の
ベ
シ
は

〈
可
能
性
〉
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
と
論
じ
た
）。
第
四
に
、
井
島
（
二
〇
一
四
・

一
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ベ
シ
・
マ
ジ
以
外
の
推
量
助
動
詞
は
非
現
実
推
量
を
表

わ
す
か
現
実
推
量
を
表
わ
す
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
後

述
）
の
に
対
し
て
、
ベ
シ
・
マ
ジ
は
非
現
実
推
量
・
現
実
推
量
双
方
の
意
味
を
表

わ
す
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
第
五
に
、
ベ
シ
は
打
消
お
よ
び
疑
問
・
反
語
に
用
い

ら
れ
た
場
合
、
特
殊
な
振
る
舞
い
を
す
る
。
第
六
に
、
第
三
点
と
も
関
わ
る
が
、

ベ
シ
は
打
消
助
動
詞
ズ
、
断
定
助
動
詞
ナ
リ
の
上
に
も
下
に
も
承
接
す
る
。
以
上

の
よ
う
な
独
特
の
特
徴
を
持
つ
ベ
シ
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
本

稿
の
課
題
で
あ
る
。
マ
ジ
に
関
し
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

１　

諸
条
件

１
・
１　

方
法
論

ベ
シ
（
・
マ
ジ
）
が
多
く
の
意
味
を
持
つ
（
よ
う
に
見
え
る
）
こ
と
に
関
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ら
の
意
味
全
体
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
持
つ
の

か
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
見
ら
れ
た
（
そ
の
典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
川
村
（
一

九
九
五
・
一
〇
、
九
六
・
六
、
九
八
・
二
）
が
挙
げ
ら
れ
る
）。
し
か
る
に
、
ベ

シ
が
は
じ
め
か
ら
多
く
の
意
味
を
持
つ
語
と
し
て
成
立
し
た
と
は
考
え
が
た
い
。

そ
れ
で
は
多
く
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
共
通
す
る
抽
象
的
な
意
味

を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
方
向
も
あ
り
う
る
が
、
以
下
見
て
い

く
よ
う
に
、
部
分
的
に
は
共
通
す
る
意
味
が
抽
出
で
き
て
も
、
全
体
に
共
通
す
る

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

井　

島　

正　

博
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一
一
六

と
思
わ
れ
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
大
変
難
し
い
。
お
そ
ら
く
考
え
得
る
議
論
と

し
て
は
、
歴
史
的
に
意
味
が
拡
張
し
た
と
い
う
観
点
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、

上
代
に
お
い
て
、
ベ
シ
は
す
で
に
後
に
見
出
さ
れ
る
意
味
の
多
く
を
持
っ
て
い

た
。
だ
か
ら
資
料
に
見
ら
れ
る
歴
史
的
な
発
生
順
に
よ
っ
て
派
生
関
係
を
た
ど
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
参
考
に
な
る
の
は
、
文
字
成
立
以
後
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

用
法
の
割
合
の
推
移
で
あ
る
が
、
厳
密
な
数
字
で
は
な
い
が
、
山
口
（
一
九
九

九
・
一
〇
）
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
代
表
的
な
作
品
の
冒
頭
か
ら
一
〇
〇
例
を
抽

出
し
て
用
法
の
割
合
が
示
さ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
命
題
内
で
働
く
用
法
か
ら
モ
ダ

リ
テ
ィ
と
し
て
働
く
用
法
（
後
に
示
す
よ
う
に
〝
世
界
表
示
〟
と
呼
ぶ
こ
と
に
な

る
）
の
方
向
へ
と
拡
張
し
た
と
了
解
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て

命
題
内
で
働
く
ベ
シ
に
関
す
る
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
鹿
（
一
九
九

九
・
三
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
命
題
内
で
働
く
ベ
シ
の
み
が
連
用
用
法
を
持
つ

と
い
う
統
語
的
条
件
を
も
と
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
お
よ
そ
こ
の

方
向
に
沿
っ
て
、
ベ
シ
の
意
味
の
広
が
り
、
並
び
に
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

１
・
２　

文
法
化
の
方
向

ベ
シ
に
は
上
代
に
す
で
に
い
わ
ゆ
る
推
量
・
適
当
・
可
能
・
当
為
・
命
令
な
ど

と
い
っ
た
意
味
が
揃
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
多
く
の
意
味
同
士
は
派
生
関

係
に
あ
る
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
そ
の
方
向
は
、
い
わ
ゆ
る
文
法
化
の
方
向
、
す

な
わ
ち
実
質
語
か
ら
機
能
語
へ
、
す
な
わ
ち
命
題
内
の
意
味
か
ら
モ
ダ
リ
テ
ィ
の

意
味
へ
と
い
う
方
向
へ
と
派
生
し
た
と
い
う
立
場
か
ら
論
じ
て
い
き
た
い
。
と
は

い
う
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
派
生
関
係
は
、
大
鹿
（
一
九
九
九
・
三
）
な
ど
で
す

で
に
採
用
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
、
特
に
目
新
し
い
指
摘
で
は
な
い
。

こ
こ
で
命
題
／
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
領
域
を
提
示
し
た
が
、
こ
れ
は
従
来
客
体

的
意
味
／
主
体
的
意
味
（
北
原
（
一
九
八
一
・
九
））、
対
象
的
意
味
／
作
用
的
意

味
（
中
西
（
一
九
六
九
・
七
、
六
九
・
一
二
）
大
鹿
（
一
九
九
九
・
三
））、
事
態

的
意
味
／
認
識
的
意
味
（
高
山
（
一
九
九
五
・
一
一
））
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た

概
念
に
お
よ
そ
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
客
体
／
主
体
は
か
つ
て
陳
述
論
の

議
論
の
中
で
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念
で
も
あ
り
、
現
在
で
は
命
題
／
モ
ダ
リ
テ
ィ

と
い
う
術
語
の
方
が
了
解
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
ち
ら
を
採
用
す
る
。
た

だ
し
、
命
題
／
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
概
念
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ

れ
ら
は
現
在
日
本
で
は
階
層
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
を
背
後
に
持
つ
概
念
と
し
て
了
解

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
特
に
古
典
語
に
お
い
て
は
、
推
量
助
動
詞
は
連
体
用
法
・

準
体
用
法
を
持
つ
な
ど
、
命
題
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
埋
め
込
ま
れ
る
階
層
構
造
を

と
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
井
島
（
二
〇
一
四
・
一
）
で
は
、
少
な
く
と

も
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
は
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
わ
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
命
題
内
容
が
現
実
世
界
に
属
し
て
い
る
の
か
、
非
現

実
世
界
に
属
し
て
い
る
の
か
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
、「
世
界
表
示
」
と

呼
ん
だ
。
本
稿
で
も
そ
れ
を
踏
襲
し
た
い
。

一
方
で
言
語
学
の
世
界
で
は
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
は
、
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ

（epistem
ic m

odality

）
／
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
（deontic m

odality

）
お
よ

び
そ
れ
を
拡
張
し
た
枠
組
で
論
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
も
ち
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ろ
ん
叙
実
法
（indicative

）
／
叙
想
法
（subjunctive

）
と
い
っ
た
文
型
に
よ
っ

て
ム
ー
ド
を
表
わ
す
言
語
は
別
に
し
て
）。
そ
の
背
景
に
は
、
た
と
え
ば
英
語
の

m
ust

やm
ay

が
、
一
方
で
は
ニ
チ
ガ
イ
ナ
イ
／
カ
モ
シ
レ
ナ
イ
の
よ
う
に
訳
さ

れ
る
場
合
と
、
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
／
テ
モ
ヨ
イ
の
よ
う
に
訳
さ
れ
る
場
合
と
が

あ
っ
て
、
前
者
が
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
、
後
者
が
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
あ
た

る
と
言
わ
れ
る
。
英
語
の
法
助
動
詞
はw

ill, shall, can

な
ど
す
べ
て
に
そ
の
両

面
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
二
者
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
同
一
次
元
で
対

立
し
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ス
ウ
ィ
ー
ツ
ァ
ー
（
一
九
八
二
・
＊
）
は
歴

史
的
に
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
か
ら
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
派
生
し
た
と
論
じ
て
い

る
。
英
語
も
ド
イ
ツ
語
も
、
法
助
動
詞
は
も
と
も
と
動
詞
か
ら
派
生
し
た
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
動
詞
か
ら
ま
ず
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
派
生
し
、
そ
こ
か
ら
認

識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
が
派
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な

わ
ち
、
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
よ
り
も
命
題
に
近
い
も
の
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
語
に
お
い
て
、
現
代
語
で
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
わ
す
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ

ナ
イ
（
義
務
）
／
テ
モ
ヨ
イ
（
許
可
）
は
、
確
か
に
様
相
論
理
学
（m

odal 

logic

）
の
規
則
性
に
お
よ
そ
従
う
。
自
然
な
日
本
語
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
が
、

ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
と
ナ
ク
テ
モ
ヨ
イ
ワ
ケ
デ
ハ
ナ
イ
は
ほ
ぼ
同
義
（O

p

≡

～

P

～p

）、
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ワ
ケ
デ
ハ
ナ
イ
と
テ
モ
ヨ
イ
も
ほ

ぼ
同
義
（
～O

～p

≡Pp

）、
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
ワ
ケ
デ
ハ
ナ
イ
と
ナ
ク
テ
モ

ヨ
イ
も
ほ
ぼ
同
義
（
～O

p

≡P

～p

）、
ナ
イ
ヨ
ウ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
と

テ
モ
ヨ
イ
ワ
ケ
デ
ハ
ナ
イ
も
ほ
ぼ
同
義
（O

～p

≡

～Pp

）
と
な
る
。
こ
こ
に
ナ

ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
の
代
わ
り
に
動
詞
を
用
い
た
「
強
い
ら
れ
て
い
る
」、
テ
モ
ヨ

イ
の
代
わ
り
に
「
許
さ
れ
て
い
る
」
を
代
入
し
て
も
、
お
よ
そ
同
様
の
論
理
関
係

が
成
立
す
る
こ
と
は
、
井
島
（
二
〇
一
三
・
三
）
で
示
し
た
。
動
詞
表
現
は
言
う

ま
で
も
な
く
命
題
内
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
も
認
識
的

モ
ダ
リ
テ
ィ
よ
り
も
命
題
側
に
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
命
題
内
で
働
い
て
い
る
と

言
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
鹿
（
一
九
九
九
・
三
）
も
〈
義
務
〉〈
許
可
〉

を
対
象
的
意
味
（
命
題
）
に
振
り
分
け
て
い
る
が
、
妥
当
な
配
置
と
言
う
べ
き
だ

ろ
う
。

１
・
３　

連
体
と
連
用

連
体
と
連
用
と
は
、
連
体
修
飾
語
は
体
言
を
修
飾
し
、
連
用
修
飾
語
は
用
言
を

修
飾
す
る
と
い
う
、
統
辞
構
造
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
（
相
対
名

詞
は
連
体
修
飾
語
の
他
、
連
用
修
飾
語
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
（「
柱
時
計

の
上
」「
柱
時
計
よ
り
三
〇
セ
ン
チ
上
」）、
時
詞
は
名
詞
と
し
て
も
副
詞
と
し
て

も
用
い
ら
れ
る
こ
と
（「
昨
日
の
天
気
」「
昨
日
花
子
が
来
た
」）
な
ど
若
干
の
例

外
は
あ
る
が
）。
し
か
る
に
、
意
味
レ
ベ
ル
、
機
能
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
決
し
て

パ
ラ
レ
ル
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
連
体
修
飾
節
は
命
題
全
体
を
含
む
こ
と
が

あ
る
が
、
連
用
修
飾
の
場
合
は
「
剣
も
ほ
ろ
ろ
に
」「
枝
も
た
わ
わ
に
」
な
ど
の

よ
う
な
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
連
用
修
飾
節0

と
は
な
ら
な
い
（
す
な
わ
ち
主
述

構
造
を
取
ら
な
い
）
し
、
ま
し
て
や
独
立
し
た
命
題
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
現
代
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一
一
八

語
文
法
に
お
い
て
は
、
推
量
助
動
詞
は
、〝
発
話
時
に
お
け
る
話
し
手
の
主
観
的

態
度
〟
と
い
っ
た
定
義
を
持
つ
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
領
域
に
存
在
し
、
命
題
を
モ
ダ
リ

テ
ィ
が
包
み
込
む
階
層
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
。
し
か
る
に

少
な
く
と
も
古
典
語
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
推
量
助
動
詞
（
ラ
シ
を
除
く
。

井
島
（
二
〇
一
六
・
五
））
が
決
し
て
少
な
く
な
い
連
体
用
法
・
準
体
用
法
を
持
つ
、

と
い
う
こ
と
は
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
は
命
題
の
中
で
働
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
階
層
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
で
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で

井
島
（
二
〇
一
四
・
一
）
で
は
、
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
は
、
非
現
実
世
界
の
事

態
か
、
現
実
世
界
の
（
で
は
あ
る
が
話
し
手
が
直
接
認
識
し
た
の
で
は
な
い
）
事

態
か
を
示
す
「
世
界
表
示
」
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
世
界
の
多
く
の

言
語
に
は
、
叙
実
法
（indicative

）
と
叙
想
法
（subjunctive

）
の
区
別
が
あ

る
が
、
古
代
日
本
語
に
は
、
推
量
の
あ
り
方
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
同
様
の
区

別
が
見
出
さ
れ
る
（
井
島
（
二
〇
一
四
・
一
））。
し
か
し
、
古
英
語
に
は
叙
実
法
・

叙
想
法
の
区
別
が
あ
っ
た
が
、
現
代
英
語
に
は
一
部
の
仮
定
表
現
を
除
い
て
そ
の

区
別
が
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
で
も
推
量
助
動
詞
に
そ
の
よ
う
な
区

別
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
お
よ
そ
室
町
時
代
以
降
だ
と
考
え
ら
れ
る

（
井
島
（
二
〇
一
八
・
一
一
））。

さ
て
、
古
典
語
の
多
く
の
推
量
助
動
詞
は
、
終
止
・
連
体
・
已
然
の
三
つ
の
活

用
形
し
か
な
い
。
し
か
る
に
連
体
形
は
連
体
用
法
・
準
体
用
法
を
持
っ
て
い
る
。

現
代
語
の
真
正
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
は
連
体
用
法
は
な
い
と
言
わ
れ
る
（「
＊
明
日
来

る
だ
ろ
う
人
」
し
か
し
、
実
際
に
用
例
を
検
索
し
て
み
る
と
、
少
な
か
ら
ざ
る
用

例
が
見
出
さ
れ
る
）。
そ
れ
で
は
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
の
連
体
用
法
・
準
体
用

法
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
の
だ
ろ
う
か
。
非
現
実
の
事
態
を
推
量
す
る

「
非
現
実
推
量
助
動
詞
」（
ム
・
ジ
・
マ
シ
）
の
用
例
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

お
よ
そ
「
仮
定
」
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
。
仮
定
と
い
う
も
の
も
、
非
現
実
の
事

態
を
条
件
と
し
て
挙
げ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
実
の
事
態
を
推
量

す
る
「
現
実
推
量
助
動
詞
」（
ラ
ム
・
ケ
ム
・
メ
リ
・
ナ
リ
）
の
連
体
用
法
の
用

例
は
、
お
よ
そ
「
伝
聞
」
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
。
伝
聞
は
、
事
実
と
思
わ
れ
る

が
話
し
手
が
直
接
に
知
ら
な
い
こ
と
を
他
者
か
ら
聞
き
出
す
こ
と
で
あ
る
（
井
島

（
二
〇
一
六
・
五
））。
そ
れ
に
対
し
て
ベ
シ
・
マ
ジ
の
連
体
用
法
・
準
体
用
法
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
留
保
し
て
お
き

た
い
。

以
上
、
推
量
助
動
詞
の
連
体
用
法
・
準
体
用
法
に
お
い
て
、
推
量
助
動
詞
は
世

界
表
示
の
働
き
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
則
っ
た
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を

見
た
。
し
か
る
に
、
連
体
と
連
用
と
の
対
立
に
話
を
戻
す
と
、
そ
も
そ
も
ベ
シ
・

マ
ジ
以
外
の
推
量
助
動
詞
に
は
連
用
形
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
先
に
見
た

よ
う
に
、
連
用
修
飾
節
は
そ
れ
自
体
で
命
題
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
命
題
の

構
成
要
素
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
世
界
表
示
の
働
き
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。

こ
こ
で
本
稿
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
、
ベ
シ
・
マ
ジ
に
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
あ

る
が
、
ベ
シ
・
マ
ジ
は
、
お
よ
そ
活
用
形
が
揃
っ
て
い
る
、
就
中
連
用
形
が
数
多

く
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ベ
シ
・
マ
ジ
に
は
世
界
表
示
で
な
い

0

0

0

（
わ
か
り

や
す
く
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
な
い

0

0

0

、
と
言
っ
て
も
よ
い
）
用
法
が
あ
る
、
特
に
連
用
用

法
は
す
べ
て
世
界
表
示
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
表
示
を

表
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
用
例
は
命
題
内
で
働
い
て
い
る
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
命
題
内
で
働
く
用
法
が
ベ
シ
・
マ
ジ
の
本
来

の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
世
界
表
示
の
機
能
（
あ
る
い
は
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
へ

と
拡
張
し
た
と
考
え
た
い
。
そ
の
方
が
、
ベ
シ
・
マ
ジ
は
、
現
実
推
量
の
用
例
も

非
現
実
推
量
の
用
例
も
ど
ち
ら
も
見
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
説
明
し
や
す
い
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
か
つ
て
の
陳
述
論
に
お
け
る
陳
述
、
あ
る
い
は
階
層
的
モ
ダ
リ
テ
ィ

論
に
お
け
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
、
文
末
に
し
か
く
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
話
し
手
が
当
該
命
題
を
事
実
で
あ
る
と
認
定
す
る
か
ど
う
か
は
文
末
に
限

ら
れ
る
と
い
う
了
解
の
も
と
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
現
代
語
の
い

わ
ゆ
る
〝
真
正
モ
ダ
リ
テ
ィ
〟
と
言
わ
れ
る
ウ
・
ヨ
ウ
・
マ
イ
・
ダ
ロ
ウ
は
原
則

と
し
て
文
末
す
な
わ
ち
終
止
形
以
外
に
は
現
わ
れ
な
い
。

し
か
る
に
古
典
語
の
ム
・
ラ
ム
・
ケ
ム
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
し

て
い
る
ベ
シ
・
マ
ジ
も
連
体
修
飾
・
準
体
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
こ
で
従
来
提
出

さ
れ
て
い
た
〝
陳
述
〟
あ
る
い
は
階
層
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
に
お
け
る
〝
発
話
時
に

お
け
る
話
し
手
の
主
観
的
態
度
〟
と
し
て
の
〝
モ
ダ
リ
テ
ィ
〟
と
い
う
概
念
が
こ

こ
に
は
適
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
提
起
し
た
「
世
界
表
示
」
と
い
う

概
念
は
、
文
末
と
い
う
こ
と
に
制
約
は
受
け
な
い
。
む
し
ろ
前
接
の
内
容
が
命
題

を
構
成
し
て
い
た
場
合
に
、
そ
れ
が
現
実
世
界
の
事
態
か
、
非
現
実
世
界
の
事
態

か
を
表
示
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
能
で
あ
れ
ば
、
文
末
に
の

み
存
在
す
る
必
要
は
な
く
、
連
体
節
が
何
ら
か
の
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
適
用
さ
れ
る
が
、
連
用
節
に
関
し
て
は
そ
も
そ
も
事
態
を
表
わ
す
こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

２　
潜
勢
／
可
能
（
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
／
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
）

大
鹿
（
一
九
九
九
・
三
）
は
、
他
の
推
量
助
動
詞
が
持
っ
て
い
な
い
連
用
用
法

の
意
味
が
対
象
的
意
味
、
す
な
わ
ち
命
題
内
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え

ば
現
代
語
の
ソ
ウ
ダ
に
関
し
て
、「
雨
が
降
り
そ
う
だ
」
は
一
方
で
は
、
す
ぐ
直

後
の
非
現
実
の
未
来
に
お
い
て
「
雨
が
降
る
」
と
い
う
こ
と
を
〈
推
量
〉
し
て
い

る
と
了
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
他
方
で
は
、
現
在
に
お
い
て
す
で
に
実
現
し

て
い
る
「
黒
い
雲
が
空
を
覆
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
の
表
明
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
普
通
現
代
語
文
法
に
お
い
て
、
ヨ
ウ
ダ
・
ソ
ウ
ダ
・
ラ
シ
イ
は

推
量
助
動
詞
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
命
題
内
で
働

い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
充
分
に
可
能
で
あ
る
。
上
代
語
の
ベ
シ
の
当
初
の
用

法
も
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は
命

題
内
で
働
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
先
に
ソ
ウ
ダ
で
見
た
よ
う
に
、
一
方
で
は
非
現

実
の
事
態
を
予
想
す
る
よ
う
な
意
味
あ
い
と
、
他
方
で
は
す
で
に
現
実
と
な
っ
て

い
る
事
態
を
描
写
す
る
よ
う
な
意
味
あ
い
と
が
重
複
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
命
題
内
に

あ
り
つ
つ
、
最
初
か
ら
現
実
／
非
現
実
と
い
っ
た
世
界
表
示
と
密
接
な
関
係
に

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
世
界
表
示
に
意
味
拡
張
す
る
場
合
に
も
、
現
実

推
量
へ
も
、
非
現
実
推
量
へ
も
ど
ち
ら
へ
も
意
味
拡
張
す
る
素
地
を
も
と
も
と
備

え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
で
簡
単
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
ベ
シ
に
は
他
の
推
量
助
動
詞
と
は
異
な
る

特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
ベ
シ
・
マ
ジ
は
、
最
初
か
ら
世
界
表
示
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十
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（
二
〇
二
四
）

一
二
〇

（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
く
、
命
題
内
要
素

を
表
わ
す
も
の
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
が
世
界
表
示
を
表
わ
す
も
の
に
拡
張
し
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
も
と
も
と
の
意
味
は
、〝
あ
る
事
態
が
今
に
も
実
現
し
そ
う
な
状
態
で
あ

る
〟
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
言
う
と
、
そ

れ
で
は
ベ
シ
は
や
は
り
も
と
も
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
わ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
命
題
内
に
も
そ
の
よ
う
な
意

味
を
表
わ
す
表
現
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
年
末
近
い
街
の
喧

騒
」
の
「
近
い
」
と
か
、「
発
車
間
際
の
別
れ
の
挨
拶
」
の
「
間
際
」
な
ど
も
そ

の
よ
う
な
表
現
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
語
の
ヨ
ウ
ダ
・
ソ
ウ
ダ
・

ラ
シ
イ
は
推
量
助
動
詞
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
む
し
ろ
命
題
側
で
働
い

て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
用
法
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
命

題
内
で
働
く
と
思
わ
れ
る
連
用
用
法
も
持
っ
て
い
る
（
井
島
（
二
〇
一
八
・
三
）

に
も
多
く
の
実
例
を
示
し
た
）。

「
今
に
も
ホ
ー
ム
か
ら
落
ち
そ
う
に
ふ
ら
ふ
ら
歩
い
て
い
る
」

「
気
に
掛
か
っ
て
仕
様
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
ち
ら
ち
ら
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
」

そ
こ
に
〝
人
為
が
加
わ
る
こ
と
な
く
〟
／
〝
人
為
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〟

と
い
う
対
立
す
る
意
味
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
潜
勢
／
可
能
〉
と
い
う
ベ

シ
の
用
法
の
意
味
対
立
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
か
つ
て
ベ
シ
に
〈
可
能
〉
の
意
味
が
あ
る
の
か
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、〝
人
為
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〟
あ
る
事
態
が
実
現
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
結
果
的
に
〈
可
能
〉
に
近
い
意
味
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
〈
可
能
〉
と
言
っ
て
も
、
デ
キ
ル
や
～
（
ラ
）
レ
ル
が

持
つ
能
力
可
能
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
す
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
人
為
が
加

わ
れ
ば
あ
る
事
態
が
成
立
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

い
わ
ゆ
る
〝
可
能
〟
と
は
質
を
異
に
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
す
命
題
内
要
素
が
、
世
界
表
示
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）
に

拡
張
し
て
、〈
潜
勢
〉
の
方
か
ら
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
（epistem

ic m
odality

）

の
用
法
が
生
じ
、〈
可
能
〉
の
方
か
ら
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
（deontic m

odality

）

の
用
法
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
英
語
の
法
助
動
詞
は
す
べ
て
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
義
務
的
モ
ダ

リ
テ
ィ
と
の
用
法
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
語
の
古
典
語
の

推
量
助
動
詞
は
、〈
意
思
〉〈
勧
誘
〉
を
別
に
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
認
識

的
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
わ
す
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
ベ
シ
・

マ
ジ
の
み
が
義
務
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
も
表
わ
す
点
で
も
特
殊
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
直
前
の
状
態
）

（
人
為
あ
り
）
可
能

（
人
為
な
し
）
潜
勢

（
特
定
の
人
物
）
義
務
・
許
可

（
不
特
定
の
人
物
）
適
当

連
用
形
ベ
ク
は
す
べ
て
命
題
内
で
働
く
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る

に
そ
れ
以
外
の
活
用
形
の
場
合
に
も
、
世
界
表
示
以
外
に
命
題
内
で
働
く
ベ
シ
が

見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
ベ
シ
に
は
過
去
・
完
了
助
動
詞
が
下
接
す
る



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
二
一

用
例
や
、
な
ん
と
さ
ら
に
推
量
助
動
詞
が
下
接
す
る
用
例
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ

れ
ら
も
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
ベ
シ
は
命
題
内
で
機
能
す
る
と
考
え
れ
ば
、
何
ら
不

自
然
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

前
節
で
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
シ
は
命
題
内
で
働
く
用
法
と
、
世
界
表
示

の
用
法
と
に
跨
が
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
連
用
形
に
よ
る
連
用
修
飾
用
法
は
す
べ

て
命
題
内
で
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
『
万
葉
集
』
の
用
例
は
、

お
よ
そ
ベ
ク
ナ
ル
、
ベ
ク
ア
リ
、
ベ
ク
思
フ
と
い
う
形
が
多
く
見
ら
れ
る
。
そ
の

う
ち
ベ
ク
ナ
ル
は
「
暑
く
な
る
」「
美
し
く
な
る
」
の
よ
う
な
、
変
化
を
表
わ
す

形
容
詞
＋
ナ
ル
の
用
法
と
並
行
し
て
お
り
、
ベ
シ
の
連
用
形
が
命
題
内
で
働
い
て

い
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ベ
シ
自
体
が
形
容
詞
型
の
活
用
を
し
て

い
る
。
ベ
ク
ナ
ル
の
用
例
に
は
、「
～
し
そ
う
に
な
る
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き
る

〈
潜
勢
〉
用
法
と
、「
～
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
〈
可
能
〉

用
法
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。（
１
）ａ
は
「
私
は
死
に
そ
う
に
な
っ
た
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
」
と
〈
潜
勢
〉
用
法
、（
１
）ｂ
は
「
か
ず
ら
に
で
き
そ
う
に
な
っ
た

で
は
な
い
か
」
と
〈
可
能
〉
を
表
わ
す
。

（
１
）ａ 　

常
人
の
恋
ふ
と
い
ふ
よ
り
は
余
り
に
て
我
は
死
ぬ
べ
く
な
り
に
た
ら
ず

や
（
和
礼
波
之
奴
倍
久
奈
里
尓
多
良
受
也
）

 

『
万
葉
集
』
巻
十
八
・
四
〇
八
〇

　
　

ｂ 　

梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
縵
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や
（
可
豆

良
尓
須
倍
久
奈
利
尓
家
良
受
夜
） 

巻
五
・
八
一
七

次
に
ベ
ク
ア
リ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
助
動
詞
を
下
接
し
た
ベ
ク
ア
リ

ケ
リ
、
ベ
ク
ア
ル
ラ
シ
な
ど
は
除
い
て
お
く
。
動
詞
ア
リ
は
単
に
ベ
ク
を
述
語
化

す
る
形
式
的
な
動
詞
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
単
に
述
語
と
し
て
終
止
す
る
た
め
に

は
、
ベ
シ
と
い
う
終
止
形
が
あ
る
。
こ
の
ア
リ
は
「
～
と
い
う
状
態
で
あ
る
」
と

い
っ
た
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
現
代
語
と
し
て
は

ち
ょ
っ
と
使
い
に
く
く
は
あ
る
が
、
形
容
詞
に
「
淋
し
く
あ
る
」
な
ど
の
用
法
が

あ
る
の
と
並
行
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
～
し
そ
う
だ
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き
る

〈
潜
勢
〉
用
法
と
、「
～
で
き
る
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き
る
〈
可
能
〉
用
法
と
が
見

出
さ
れ
る
。（
２
）ａ
は
「
妻
が
干
し
て
く
れ
そ
う
も
な
い
の
に
」
と
〈
潜
勢
〉、

（
２
）ｂ
は
「
こ
の
川
を
船
は
通
っ
て
行
け
る
と
い
う
が
」
と
〈
可
能
〉、（
２
）ｃ

は
「
生
き
て
い
て
も
結
婚
で
き
よ
う
か
」
と
〈
可
能
〉、（
２
）ｄ
は
「
鄙
に
一
日

で
も
い
ら
れ
る
も
の
か
」
と
〈
可
能
〉
を
表
わ
す
。

（
２
）ａ 　

ぬ
ば
た
ま
の
妹
が
乾
す
べ
く
あ
ら
な
く
に
（
伊
毛
我
保
須
倍
久
安
良
奈

久
尓
）
我
が
衣
手
を
濡
れ
て
い
か
に
せ
む 

巻
十
五
・
三
七
一
二

　
　

ｂ 　

こ
の
川
ゆ
船
は
行
く
べ
く
あ
り
と
い
へ
ど
（
船
可
行
雖
在
）
渡
り
瀬
ご

と
に
守
る
人
あ
り 

巻
七
・
一
三
〇
七

　
　
ｃ 　

…
和
文
た
ま
き
賎
し
き
我
が
故
ま
す
ら
を
の
争
ふ
見
れ
ば
生
け
り
と
も

逢
ふ
べ
く
あ
れ
や
（
応
合
有
哉
）
… 

巻
五
・
一
八
〇
九

　
　

ｄ 　

…
な
で
し
こ
が
そ
の
花
妻
に
さ
百
合
花
ゆ
り
も
逢
は
む
と
慰
む
る
心
し

な
く
は
天
離
る
鄙
に
一
日
も
あ
る
べ
く
も
あ
れ
や
（
安
流
へ
久
母
安
礼

也
） 

巻
十
八
・
四
一
一
三

さ
ら
に
ベ
ク
思
フ
も
、
形
容
詞
に
「
嬉
し
く
思
う
」「
辛
く
思
う
」
の
よ
う
に

（
情
意
）
形
容
詞
＋
思
フ
の
用
法
が
あ
る
の
と
並
行
的
で
あ
る
。
ベ
ク
思
フ
に
も

〈
潜
勢
〉
用
法
と
〈
可
能
〉
用
法
と
が
見
出
さ
れ
る
。（
３
）ａ
は
「
死
に
そ
う
に



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
二
二

思
わ
れ
る
」
と
〈
潜
勢
〉、（
３
）ｂ
は
「
別
れ
て
も
ま
た
逢
う
こ
と
が
で
き
る
と

思
え
た
ら
」
と
〈
可
能
〉
を
表
わ
す
。

（
３
）ａ 　

恋
ふ
る
こ
と
増
さ
れ
る
今
は
玉
の
緒
の
絶
え
て
乱
れ
て
死
ぬ
べ
く
思
ほ

ゆ
（
可
死
所
念
） 

巻
十
二
・
三
〇
八
三

　
　

ｂ 　

別
れ
て
も
ま
た
も
逢
ふ
べ
く
思
ほ
へ
ば
（
復
毛
可
遭
所
念
者
）
心
乱
れ

て
我
恋
ひ
め
や
も 

巻
九
・
一
八
〇
五

以
上
の
よ
う
に
、
ベ
シ
の
連
用
形
は
、
い
ず
れ
も
形
容
詞
連
用
形
の
用
法
と
並

行
し
て
お
り
、
形
容
詞
連
用
形
と
同
じ
く
命
題
内
で
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
ベ
シ
の
連
用
形
の
用
法
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
詞
に

付
き
、〈
潜
勢
〉
は
「
～
そ
う
に
な
る
よ
う
に
」
か
ら
「
～
ほ
ど
に
」
と
い
っ
た

程
度
を
表
わ
す
用
法
へ
と
拡
張
し
、〈
可
能
〉
は
「
～
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
」

か
ら
「
～
す
る
た
め
に
」
と
い
っ
た
目
的
を
表
わ
す
用
法
へ
と
拡
張
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。（
４
）ａ
は
「
濡
れ
通
る
ほ
ど
雨
よ
降
っ
て
く
れ
る
な
」
と
〈
潜
勢
〉、

（
４
）ｂ
は
「
人
が
知
る
ほ
ど
嘆
か
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
〈
潜
勢
〉、（
４
）ｃ
は

「
後
世
の
語
り
ぐ
さ
に
な
る
よ
う
に
名
を
立
て
る
べ
き
だ
」
と
〈
可
能
〉、（
４
）ｄ

は
「
か
ず
ら
に
で
き
る
ほ
ど
に
芽
が
出
た
こ
と
だ
」
と
〈
可
能
〉
を
表
わ
す
。

（
４
）ａ 　

通
る
べ
く
（
可
融
）
雨
は
な
降
り
そ
我
妹
子
が
形
見
の
衣
我
下
に
着
り

 

巻
七
・
一
〇
九
一

　
　

ｂ 　

思
ひ
出
で
て
音
に
は
泣
く
と
も
い
ち
し
ろ
く
人
の
知
る
べ
く
（
人
之
可

知
）
嘆
か
す
な
ゆ
め 

巻
十
一
・
二
六
〇
四

　
　
ｃ　

…
後
の
世
の
語
り
継
ぐ
べ
く
（
可
多
利
都
具
倍
久
）
名
を
立
つ
べ
し
も

 

巻
十
九
・
四
一
六
四

　
　

ｄ 　

霜
枯
れ
の
冬
の
柳
は
見
る
人
の
縵
に
す
べ
く
（
縵
可
為
）
萌
え
に
け
る

か
も 

巻
十
・
一
八
四
六

次
に
、
ア
リ
を
介
し
て
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
助
動
詞
が
下
接
す
る
場
合
を
見

て
み
る
。
推
量
助
動
詞
に
は
原
則
と
し
て
さ
ら
に
助
動
詞
が
下
接
す
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ベ
シ
も
命
題
内
で
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
『
万
葉
集
』
に
は
ベ
ク
ア
リ
に
下
接
す
る
助
動
詞
は
、
お
よ
そ
ケ
リ
と

ラ
シ
と
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
次
は
ケ
リ
下
接
の
も
の
で
あ
る
が
、（
５
）ａ

は
「
遠
く
離
れ
て
見
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」、（
５
）ｂ
は
「
関
わ
り
な
し
に
君
は

い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
」、（
５
）ｃ
は
「
あ
な
た
に
逢
わ
ず
に
い
れ
ば
よ
か
っ

た
」
と
い
ず
れ
も
〈
適
当
〉
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
～
す
る
こ
と

が
あ
り
え
た
（
の
に
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
）」
と
い
っ
た
〈
可
能
〉
の
意
味
か
ら

派
生
し
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
５
）ａ 　

か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
も
の
そ
と
知
ら
ま
せ
ば
遠
く
見
べ
く
も
あ
り
け
る

も
の
を
（
遠
可
見
有
物
） 

巻
十
一
・
二
三
七
二

　
　

ｂ 　

か
く
の
み
し
相
思
は
ざ
ら
ば
天
雲
の
よ
そ
に
そ
君
は
あ
る
べ
く
あ
り
け

る
（
可
有
ゝ
来
） 

巻
十
三
・
三
二
五
九

　
　
ｃ 　

か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
と
か
ね
て
知
ら
ま
せ
ば
妹
を
ば
見
ず
そ
あ
る
べ
く

あ
り
け
る
（
安
流
倍
久
安
里
家
留
） 

巻
十
五
・
三
七
三
九

さ
ら
に
次
は
ラ
シ
が
下
接
し
た
例
で
あ
る
が
、（
６
）ａ
は
「
濁
っ
た
酒
を
飲
む

べ
き
だ
ろ
う
」
と
〈
適
当
〉
を
表
わ
し
て
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、（
６
）ｂ
も
「
酔

い
泣
き
す
る
こ
と
（
が
適
当
）
で
あ
る
ら
し
い
」
と
〈
適
当
〉
の
解
釈
が
可
能
で

あ
ろ
う
が
、（
６
）ｃ
は
「
秋
萩
は
咲
き
そ
う
に
な
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
と



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
二
三

〈
潜
勢
〉
と
了
解
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
（
６
）ａ
・
ｂ
の
ラ
シ
は
逆
行
推
論
の
解
釈

は
難
し
い
が
、
中
国
の
故
事
な
ど
を
も
と
に
し
た
認
識
領
域
（epistem

ic 

dom
ain

）
で
の
推
量
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）ａ 　

験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は
一
坏
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

（
可
飲
有
良
師
） 

同　

巻
三
・
三
三
八

　
　

ｂ 　

世
の
中
の
遊
び
の
道
に
す
ず
し
き
は
酔
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る
べ
か

る 

ら
し
（
可
有
良
師
） 

同　

巻
三
・
三
四
七

　
　
ｃ 　

秋
萩
は
咲
き
ぬ
べ
か 
ら
し
（
可
咲
有
良
之
）
我
が
や
ど
の
浅
茅
が
花

の
散
り
ぬ
る
見
れ
ば 

同　

巻
八
・
一
五
一
四

ち
な
み
に
こ
れ
ら
の
場
合
、
ア
リ
の
「
～
と
い
う
状
態
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意

味
が
希
薄
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
経
緯
で
ア
リ
は
ベ
シ

の
活
用
形
と
し
て
吸
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の

は
、
ベ
シ
の
連
用
形
で
あ
っ
た
が
、
終
止
・
連
体
・
已
然
の
活
用
形
に
関
し
て
も
、

命
題
内
で
働
く
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
『
源
氏
物
語
』
で
は
ベ
シ
に

下
接
す
る
助
動
詞
が
以
上
の
よ
う
に

増
加
す
る
。

推
量
助
動
詞
が
下
接
す
る
例
を
見

て
い
く
と
、（
７
）ａ
は
「
今
度
の
も

同
様
に
い
と
も
ま
じ
め
な
お
手
紙
な

の
で
、
ど
う
し
て
お
断
り
申
す
こ
と

が
で
き
よ
う
」
と
〈
可
能
〉、（
７
）

ｂ
は
「
な
ぜ
に
あ
の
お
約
束
を
お
破
り
申
す
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
〈
可
能
〉、

（
７
）ｃ
は
「
ど
う
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
〈
適

当
〉、（
７
）ｄ
は
「
こ
の
若
君
が
娘
を
少
し
は
一
人
前
に
認
め
て
く
だ
さ
る
と
い

う
の
な
ら
」
と
〈
可
能
性
〉（〈
潜
勢
〉
か
ら
派
生
か
）、（
７
）ｅ
は
「
た
だ
、
あ

ま
り
に
も
く
つ
ろ
い
だ
と
こ
ろ
が
な
く
、
几
帳
面
す
ぎ
て
、
少
し
賢
す
ぎ
た
と
で

も
い
う
べ
き
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
〈
適
当
〉
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
７
）ａ 　
（
宣
旨
は
）
を
か
し
や
か
に
、（
源
氏
の
朝
顔
の
姫
君
に
対
す
る
）
気
色

ば
め
る
御
文
な
ど
の
あ
ら
こ
そ
、
と
か
く
も
聞
こ
え
返
さ
め
、
年
ご
ろ

も
、
公
ざ
ま
の
を
り
を
り
の
御
と
ぶ
ら
ひ
な
ど
は
聞
こ
え
な
ら
は
し
た
ま

ひ
て
い
と
ま
め
や
か
な
れ
ば
、
い
か
が
は
聞
こ
え
も
紛
ら
は
す
べ
か

ら 

む
、
と
も
て
わ
づ
ら
ふ
べ
し
。 

『
源
氏
物
語
』
少
女　

三
・
12

　
　

ｂ 　
（
鬚
黒
大
将
は
）
人
柄
も
い
と
よ
く
、
朝
廷
の
御
後
見
と
な
る
べ
か
め

る
下し
た

形か
た

な
る
を
、
な
ど
か
は
あ
ら
む
と
思
し
な
が
ら
、
か
の
大
臣
（
源
氏
）

の
か
く
し
た
ま
へ
る
こ
と
を
、
い
か
が
は
聞
こ
え
返
す
べ
か
ら 

ん
、
さ

る
や
う
あ
る
こ
と
に
こ
そ
、
と
心
得
た
ま
へ
る
筋
さ
へ
あ
れ
ば
、
ま
か
せ

き
こ
え
た
ま
へ
り
。 

藤
袴　

三
・
334

　
　
ｃ 　

さ
り
と
て
も
、
ま
た
、（
中
の
君
が
）
せ
め
て
心
ご
は
く
、
絶
え
籠
り

て
も
た
け
か
る
ま
じ
く
、
浅
か
ら
ぬ
仲
の
契
り
も
絶
え
は
て
ぬ
べ
き
御
住

ま
ひ
を
、
匂
宮
「
い
か
に
思
し
え
た
る
ぞ
」
と
の
み
、
恨
み
き
こ
え
た
ま

ふ
も
、
す
こ
し
は
こ
と
わ
り
な
れ
ば
、
い
か
が
す
べ
か
ら 

む
、
と
思
ひ

乱
れ
た
ま
へ
り
。 

早
蕨　

五
・
342

　
　

ｄ 　
惟
光
→
夕
霧
、
惟
光
の
息
子
、
妻
「
こ
の
君
達
（
夕
霧
）
の
、（
自
分
の
娘
を
）
す

承　　接
用例数

ベ　シ 後
ベ　カ　ラ ム ５１
ベ　カ　ラ マ　シ １
ベ　カ　リ ケ　ム １
ベ　カ メ　リ １５０
ベ　カ ナ　リ １０
ベ　カ　ラ ズ １
ベ　カ　リ キ ２０
ベ　カ　リ ケ　リ ６８
ベ　カ　リ ツ ４



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
二
四

こ
し
人
数
に
思
し
ぬ
べ
か
ら 

ま
し
か
ば
、
宮
仕
よ
り
は
、
奉
り
て
ま
し
。

殿
（
源
氏
）
の
御
心
お
き
て
（
愛
人
た
ち
に
対
す
る
処
遇
）
を
見
る
に
、

見
そ
め
た
ま
ひ
て
ん
人
を
、
御
心
と
は
忘
れ
た
ま
ふ
ま
じ
き
に
こ
そ
、
い

と
頼
も
し
け
れ
。
明
石
の
入
道
の
例
に
や
な
ら
ま
し
」
な
ど
言
へ
ど
、
み

な
い
そ
ぎ
た
ち
に
け
り
。 

少
女　

三
・
60

　
　
ｅ 　
源
氏
→
紫
の
上
「
…
（
葵
上
は
）
た
だ
、
い
と
あ
ま
り
乱
れ
た
る
と
こ
ろ
な

く
、
す
く
す
く
し
く
、
す
こ
し
さ
か
し
と
や
い
ふ
べ
か
り 

け
む
と
、
思

ふ
に
は
頼
も
し
く
、
見
る
に
は
わ
づ
ら
は
し
か
り
し
人
ざ
ま
に
な
ん
。
…
」

 

若
菜
下　

四
・
200

メ
リ
・
伝
聞
推
定
ナ
リ
は
用
例
数
は
多
い
が
、
そ
こ
で
ベ
シ
は
い
ず
れ
も
〈
可

能
性
〉
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
メ
リ
も
伝
聞
推
定
ナ
リ

も
直
接
見
聞
き
し
た
こ
と
を
表
わ
さ
な
い
。
そ
の
た
め
〈
可
能
性
〉
の
ベ
シ
と
相

性
が
よ
い
の
だ
ろ
う
。（
８
）ａ
は
「
や
は
り
や
り
場
の
な
い
悲
し
さ
は
、
む
な
し

い
空
に
も
満
ち
あ
ふ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
の
で
あ
っ
た
」、（
８
）ｂ
は
「
あ
な
た

は
私
の
こ
と
を
あ
の
人
と
比
べ
て
ま
る
で
見
下
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で

す
」、（
８
）ｃ
は
「
殿
に
は
姫
君
が
お
で
き
に
な
っ
た
ら
し
い
と
の
こ
と
で
す
」、

（
８
）ｄ
は
「
尚
侍
に
な
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
」
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
８
）ａ 　

な
ほ
、
行
く
方
な
き
悲
し
さ
は
、
む
な
し
き
空
に
も
満
ち
ぬ
べ
か 
め

り
。 

東
屋　

六
・
89

　
　

ｂ 　

人
も
、
あ
り
難
し
な
ど
、
と
が
む
る
ま
で
こ
そ
あ
れ
。
人
に
は
こ
よ
な

う
思
ひ
お
と
し
た
ま
ふ
べ
か 

め
り
。 

浮
舟　

六
・
130

　
　
ｃ 　
近
江
の
君
→
弘
徽
殿
の
女
御
「
殿
（
源
氏
）
は
御
む
す
め
ま
う
け
た
ま
ふ
べ

か 

な
り
。
あ
な
め
で
た
や
。
い
か
な
る
人
、
二
方
に
も
て
な
さ
る
ら
む
。

聞
け
ば
か
れ
も
劣
り
腹
な
り
」
と
、
あ
う
な
げ
に
の
た
ま
へ
ば
、

 

行
幸　

三
・
312

　
　

ｄ 　
近
江
の
君
→
柏
木
ら
「
あ
な
か
ま
。
み
な
聞
き
て
は
べ
り
。
尚
侍
に
な
る
べ

か 

な
り
。
宮
仕
に
と
急
ぎ
出
で
立
ち
は
べ
り
し
こ
と
は
、
さ
や
う
の
御

か
へ
り
み
も
や
と
て
こ
そ
、
な
べ
て
の
女
房
た
ち
だ
に
仕
う
ま
つ
ら
ぬ
事

ま
で
、
お
り
た
ち
仕
う
ま
つ
れ
。
御
前
の
つ
ら
く
お
は
し
ま
す
な
り
」
と

恨
み
か
く
れ
ば
、 

行
幸　

三
・
312

中
世
以
降
は
〈
禁
止
〉
の
意
味
で
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ベ
カ
ラ
‐
ズ
で
あ

る
が
、
中
古
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
は
以
下
の
一
例
し
か
見
出
さ
れ
ず
、
し
か
も

僧
侶
の
発
話
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
仏
典
な
ど
の
漢
文
訓
読
に
は
早
く
か
ら

用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
僧
侶
ら
し
い
表
現
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
。〈
適
当
〉
の
否
定
「
～
て
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
例
は
お
よ
そ
「
残
り
の
命
の
た
と
え
一
日
二
日
で
も
だ
い
じ
に
し
な

く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
な
の
だ
」
を
表
わ
し
て
い
る
。、

（
９
） 　

僧
都
、
僧
都
→
他
の
僧
「（
そ
の
怪
し
い
も
の
は
）
ま
こ
と
の
人
の
か
た
ち
な

り
。
そ
の
命
絶
え
ぬ
る
を
見
る
見
る
棄
て
ん
こ
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
。
池

に
お
よ
ぐ
魚
、
山
に
な
く
鹿
を
だ
に
、
人
に
と
ら
へ
ら
れ
て
死
な
む
と
す
る

を
見
つ
つ
助
け
ざ
ら
む
は
、
い
と
悲
し
か
る
べ
し
。
人
の
命
久
し
か
る
ま
じ

き
も
の
な
れ
ど
、
残
り
の
命
一
二
日
を
も
惜
し
ま
ず
は
あ
る
べ
か
ら 

ず
。

…
」
と
の
た
ま
ひ
て
、 

『
源
氏
物
語
』
手
習　

六
・
273

ベ
カ
リ
‐
ツ
に
関
し
て
は
、
井
島
（
二
〇
〇
七
・
八
＝
一
一
・
二
）
に
お
い
て
、



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
二
五

完
了
助
動
詞
の
働
き
を
論
じ
る
中
で
検
討
し
た
が
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ベ

シ
の
意
味
は
〈
可
能
性
〉
と
い
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、

ツ
に
よ
っ
て
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
論
じ
た
。（
10
）ａ
は

「
こ
れ
ま
で
の
日
々
少
し
は
お
逢
い
す
る
隙
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
に
」、（
10
）ｂ
は

「
き
っ
と
そ
ら
恐
ろ
し
く
お
思
い
に
な
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
昨
夜
の
荒
れ
よ
う

だ
か
ら
」
の
意
を
表
わ
し
て
お
り
、
後
者
は
過
去
の
出
来
事
に
対
す
る
推
量
に
近

く
な
っ
て
い
る
。

（
10
）ａ 　
夕
霧
→
雲
居
雁
「
大
臣
（
内
大
臣
）
の
御
心
の
い
と
つ
ら
け
れ
ば
、
さ
ば
れ
、

（
雲
居
雁
の
こ
と
を
）
思
ひ
や
み
な
ん
と
思
へ
ど
、
恋
し
う
お
は
せ
む
こ

そ
理わ
り

な
か
る
べ
け
れ
。
な
ど
て
、
す
こ
し
隙
あ
り
ぬ
べ
か
り 

つ
る
日
ご

ろ
、
よ
そ
に
隔
て
つ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
さ
ま
も
、
い
と
若
う
あ
は
れ
げ

な
れ
ば
、 

少
女　

三
・
50

　
　

ｂ 　
源
氏
→
夕
霧
「
あ
や
し
く
あ
え
か
に
お
は
す
る
宮
（
秋
好
中
宮
）
な
り
。

女
ど
ち
は
、
も
の
恐
ろ
し
く
思
し
ぬ
べ
か
り 

つ
る
夜
の
さ
ま
な
れ
ば
、

げ
に
お
ろ
か
な
り
と
も
思
い
つ
ら
む
」
と
て
、
や
が
て
（
中
宮
の
も
と
へ
）

参
り
た
ま
ふ
。 

野
分　

三
・
267

ベ
カ
リ
‐
キ
の
ベ
シ
は
〈
可
能
性
〉
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
過
去
に
そ
の
よ
う

な
可
能
性
が
あ
っ
た
が
、
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
お
よ
そ
（
11
）ａ
は
「
逢
お
う
と
思
え
ば
気
兼
ね
な
し
に
逢
う
こ
と
が
で
き

た
月
ご
ろ
」、（
11
）ｂ
は
「
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
辺
鄙
な
土
地
で
落
ち
ぶ
れ
さ
せ

申
し
て
し
ま
い
そ
う
で
し
た
が
」、（
11
）ｃ
は
「
ほ
と
ん
ど
出
家
も
な
さ
っ
て
し

ま
い
そ
う
な
ご
様
子
で
し
た
」
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
11
）ａ 　
源
氏
→
中
納
言
の
君
「
ま
た
体
面
あ
ら
む
こ
と
こ
そ
、
思
へ
ば
い
と
難
け
れ
。

か
か
り
け
る
世
を
知
ら
で
、
心
や
す
く
も
あ
り
ぬ
べ
か
り 

し
月
ご
ろ
、

さ
し
も
急
が
で
隔
て
し
よ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、（
中
納
言
の
君
は
）
も

の
も
え
聞
こ
え
ず
泣
く
。 

須
磨　

二
・
160

　
　

ｂ 　
乳
母
→
右
近
「
か
か
る
御
さ
ま
（
玉
鬘
の
美
貌
）
を
、
ほ
と
ほ
と
あ
や
し

き
所
に
沈
め
た
て
ま
つ
り
ぬ
べ
か
り 

し
に
、
あ
た
ら
し
く
悲
し
う
て
、

家
竈
を
も
棄
て
、
男
女
の
頼
む
べ
き
子
ど
も
に
も
ひ
き
別
れ
て
な
む
、
か

へ
り
て
知
ら
ぬ
世
の
心
地
す
る
京
に
参
う
で
来
し
。
…
」
と
言
ふ
。

 

玉
鬘　

三
・
108

　
　
ｃ 　
紀
伊
守
→
妹
尼
「
こ
の
大
将
殿
（
薫
）
の
御
後
の
（
浮
舟
）
は
、
劣
り
腹
な

る
べ
し
。（
薫
が
）
こ
と
ご
と
し
う
も
も
て
な
し
た
ま
は
ざ
り
け
る
を
、

い
み
じ
う
悲
し
び
た
ま
ふ
な
り
。
は
じ
め
の
（
大
君
の
死
）、
は
た
、
い

み
じ
か
り
き
。
ほ
と
ほ
と
出
家
も
し
た
ま
ひ
つ
べ
か
り 

き
か
し
」
な
ど

語
る
。 

手
習　

六
・
346

こ
の
他
に
断
定
ナ
リ
を
介
し
て
他
の
助
動
詞
が
下

接
す
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
論
じ
る
べ
き
こ
と

も
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
用
例
数
の
み
を
挙
げ
る
。

承　　接
用例数

ベ　シ ナ　リ 後
ベ　キ ナ　ラ ム １
ベ　キ ナ　　 メ　リ １７
ベ　キ ナ　リ φ ６
ベ　キ ナ　ラ ズ １４
ベ　キ ナ　リ ケ　リ ２



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
二
六

ま
た
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
が
、
マ
ジ
に
関

し
て
も
他
の
助
動
詞
が
下
接
し
た
例
が
若
干
存

在
す
る
が
、
こ
れ
も
用
例
数
の
み
を
挙
げ
る
。

ち
な
み
に
連
用
形
ベ
ク
＋
係
助
詞
ハ
（
も
し

く
は
未
然
形
ベ
ク
＋
接
続
助
詞
ハ
（
清
音
））

は
仮
定
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
命

題
内
で
〈
可
能
性
〉
を
表
わ
す
ベ
シ
の
用
例
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（
12
）ａ
は
「
通
り
一
遍

の
女
と
思
っ
て
し
ま
え
る
よ
う
な
ら
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
気
ま
ぐ
れ
と
し
て
で
も

諦
め
て
し
ま
え
そ
う
な
こ
と
だ
が
」、（
12
）ｂ
は
「
そ
れ
で
も
そ
こ
で
お
過
ご
し

に
な
れ
る
よ
う
で
し
た
ら
、
し
ば
ら
く
の
間
は
」
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
。

（
12
）ａ 　
（
源
氏
が
夕
顔
を
）
追
ひ
ま
ど
は
し
て
、
な
の
め
に
思
ひ
な
し
つ
べ

く 

は
、
た
だ
か
ば
か
り
の
す
さ
び
に
て
も
過
ぎ
ぬ
べ
き
こ
と
を
、
さ
ら

に
さ
て
過
ぐ
し
て
ん
と
思
さ
れ
ず
。 
夕
顔　

一
・
228

　
　

ｂ 　
大
輔
→
中
将
の
君
「
さ
ら
ば
、
か
の
西
の
方
に
、
隠
ろ
へ
た
る
所
し
出
で
て
、

い
と
む
つ
か
し
げ
な
め
れ
ど
、
さ
て
も
過
ぐ
い
た
ま
ひ
つ
べ
く 
は
、
し

ば
し
の
ほ
ど
」
と
言
ひ
つ
か
は
し
つ
。 

東
屋　

六
・
34

さ
ら
に
ベ
シ
の
後
に
打
消
助
動
詞
が
伴
う
、
ベ
カ
ラ
ズ
・
ベ
ク
モ
ア
ラ
ズ
、
ベ

キ
ニ
ア
ラ
ズ
（
さ
ら
に
ベ
ク
モ
ナ
シ
な
ど
）
の
う
ち
、
ベ
ク
モ
ア
ラ
ズ
の
ベ
ク
も

命
題
内
で
働
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。（
13
）ａ
は
「
祭
り
や
祓
え
や
修
法
な
ど
言

い
尽
く
す
こ
と
も
で
き
そ
う
に
な
い
」、（
13
）ｂ
は
「
今
日
は
と
て
も
動
き
そ
う

に
な
い
」
と
い
ず
れ
も
〈
可
能
〉
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
13
）ａ 　

御
祈
祷
方
々
に
隙
な
く
の
の
し
る
。
祭
祓
修
法
な
ど
言
ひ
尽
く
す
べ

く 

も 

あ
ら 

ず
。 

夕
顔　

一
・
255

　
　

ｂ 　
「
…
」
と
言
ひ
て
、（
右
近
は
）
今
日
は
動
く
べ
く 

も 

あ
ら 

ず
。

 

蜻
蛉　

六
・
215

３　

命
題
／
世
界
表
示

命
題
の
内
／
外
、
す
な
わ
ち
従
来
の
命
題
／
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
い
う
い
わ
ば
〝
縦
〟

の
区
別
に
特
に
焦
点
を
当
て
た
議
論
が
、
中
西
（
一
九
六
九
・
一
二
）
の
「
様
相

的
推
定
」
と
「
論
理
的
推
定
」、
そ
れ
を
受
け
た
堀
口
（
一
九
七
九
・
三
）
な
ど

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
シ
に
は
命
題
内
で
働
く
用
法
と
、
世
界
表
示
（
モ
ダ
リ
テ
ィ
）

で
働
く
用
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
構
文
的
な
証
拠
と
し
て
、
否
定

助
動
詞
ズ
と
の
承
接
と
、
断
定
助
動
詞
ナ
リ
と
の
承
接
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
命
題
側
で
働
く
ベ
シ
は
ズ
お
よ
び
ナ
リ
の
上
に
承
接
す
る
の
に
対
し
て
、

世
界
表
示
側
で
働
く
ベ
シ
は
お
よ
そ
ズ
お
よ
び
ナ
リ
の
下
に
承
接
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
打
消
助
動
詞
ズ
と
断
定
助
動
詞
ナ
リ
と
は
、
お
よ
そ
命

題
と
世
界
表
示
と
の
境
界
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
上
に
承
接
す
る
も
の
は

命
題
側
、
そ
れ
ら
の
下
に
承
接
す
る
も
の
は
世
界
表
示
側
の
助
動
詞
で
あ
る
と
い

う
了
解
が
そ
の
背
景
と
な
る
（
断
定
助
動
詞
ナ
リ
に
関
し
て
は
北
原
（
一
九
八

一
・
一
一
）
で
議
論
さ
れ
て
い
る
）。

現
代
語
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
渡
辺
（
一
九
五
三
・
一
〇
）
が
相
互

承
接
す
る
助
動
詞
の
詞
と
辞
と
を
分
割
す
る
際
、
純
粋
に
詞
に
属
す
る
使
役
・
受

承　　接
用例数

マ　ジ 後
マ　ジ　カ ベ　シ １
マ　ジ　カ メ　リ ９
マ　ジ　カ ナ　リ １
マ　ジ　カ　リ キ １
マ　ジ　カ　リ ケ　リ ２３
マ　ジ　カ　リ ツ ２



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
二
七

身
・
希
望
を
「
第
一
類
」、
純
粋
に
辞
に
属
す
る
推
量
を
「
第
三
類
」、
そ
の
両
側

面
を
持
つ
打
消
・
過
去
完
了
を
「
第
二
類
」
に
分
類
し
た
が
、
そ
の
第
二
類
が
命

題
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
（
世
界
表
示
）
を
分
割
す
る
境
界
を
示
し
て
い
る
と
了
解
さ
れ

る
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
〝
説
明
〟
を
表
わ
す
と
言
わ
れ
る

ノ
ダ
を
加
え
れ
ば
、
第
二
類
の
末
尾
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

 

使
役 

受
身　

希
望　

打
消 

過
去
完
了 

断
定 

推
量　

終
助
詞

　

走
ら
‐
せ
‐
ら
れ
‐
た
く
‐
な
か
っ
‐
た 

‐ 

の
‐
だ
ろ
う
‐
よ

　
　
　
　

 

　

　
　
　
　
　
　

 

第
一
類　
　
　
　
　

 
第
二
類　
　
　

第
三
類

こ
の
位
置
付
け
は
古
典
語
に
も
お
よ
そ
共
通
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
第
二
類

に
属
す
る
打
消
助
動
詞
ズ
と
断
定
助
動
詞
ナ
リ
と
が
命
題
と
世
界
表
示
を
分
割
す

る
と
了
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　

 

命
題　
　
　
　

世
界
表
示

　

ベ
カ
ラ
‐
ズ

　
　
　
　
　

ザ
ル
‐
ベ
シ

　

ベ
カ
ル
‐
ナ
リ

　
　
　
　
　

ナ
ル
‐
ベ
シ

た
だ
し
、
ベ
シ
が
ズ
に
前
接
す
る
場
合
は
、
ベ
カ
ラ
ズ
が
多
く
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
中
世
以
降
で
あ
り
、
む
し
ろ
ベ
ク
モ
ア
ラ
ズ
・
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
あ

る
い
は
マ
ジ
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
表
わ
す
意
味
も
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
つ

と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
高
山
（
一
九
九
五
・
一
一
）
な
ど
）。

４　

現
実
／
非
現
実

井
島
（
二
〇
一
四
・
一
）
で
は
、
い
わ
ゆ
る
推
量
助
動
詞
全
体
が
、
非
現
実
推

量
助
動
詞
と
現
実
推
量
助
動
詞
と
に
二
分
で
き
る
こ
と
を
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、

現
代
語
で
は
そ
の
区
別
が
な
い
た
め
に
わ
か
り
に
く
い
が
、
古
典
語
に
は
、
ま
だ

成
立
し
て
い
な
い
事
態
を
推
量
す
る
「
非
現
実
推
量
助
動
詞
」
と
、
す
で
に
成
立

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
話
し
手
が
直
接
経
験
し
て
は
い
な
い
事
態
を
推
量
す
る

「
現
実
推
量
助
動
詞
」
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
お
よ
そ
山
田
（
一
九
〇
八
・
九
）
に

お
け
る
〝
非
現
実
の
事
態
を
表
は
す
複
語
尾
〟
と
〝
推
量
を
表
は
す
複
語
尾
〟
と

に
相
当
す
る
。
山
田
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
二
者
の
区
別
に
は
、
前
者
が
未
然
形
接

続
で
あ
り
、
後
者
が
終
止
形
接
続
で
あ
る
こ
と
を
大
き
な
根
拠
に
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

井
島
（
二
〇
一
四
・
一
）
で
は
、
さ
ら
に
①
当
該
推
量
助
動
詞
が
仮
定
条
件
節

中
に
用
い
ら
れ
る
か
、
②
主
節
に
当
該
推
量
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
仮
定

条
件
節
を
と
る
か
、
③
当
該
推
量
助
動
詞
の
用
法
の
中
に
、
推
量
以
外
の
命
令
・

意
志
・
勧
誘
な
ど
の
用
法
を
持
つ
か
、
と
い
う
文
法
的
な
テ
ス
ト
を
行
っ
た
結
果
、

非
現
実
推
量
助
動
詞
は
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
お
よ
そ
す
べ
て
に
当
て
は
ま
り
、
現
実

推
量
助
動
詞
は
お
よ
そ
す
べ
て
に
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

た
だ
し
、
ベ
シ
・
マ
ジ
の
振
舞
い
は
例
外
的
で
あ
っ
て
、
確
か
に
以
上
の
三
つ
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一
二
八

の
テ
ス
ト
に
は
当
て
は
ま
る
の
で
非
現
実
推
量
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
一

方
、
終
止
形
接
続
で
あ
り
、
山
田
（
一
九
〇
八
・
九
）
で
は
〝
推
量
を
表
は
す
複

語
尾
〟
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
現
実
推
量
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
も
見

出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
両
者
に
跨
が
っ
た
用
法
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

非
現
実
推
量
助
動
詞　
　
　

ム
・
ジ
・
マ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ベ
シ
・
マ
ジ

　

現
実
推
量
助
動
詞　
　
　
　

ラ
ム
・
ケ
ム
・
メ
リ
・
連
体
ナ
リ
・
ラ
シ

こ
の
こ
と
が
井
島
（
二
〇
一
四
・
一
）
に
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
ど
う
し
て
ベ
シ
・
マ
ジ
は
終
止
形
接
続
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
非
現
実

推
量
と
現
実
推
量
と
の
ど
ち
ら
の
用
法
も
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

可
能
性
と
し
て
は
、
ベ
シ
と
い
う
推
量
助
動
詞
の
成
立
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
ベ
シ
の
語
源
説
と
し
て
は
、
大
野
（
一
九
五
六
・
七
）
な
ど
に

示
さ
れ
た
ウ
ベ
説
、
阪
倉
（
一
九
六
六
・
五
、
六
九
・
六
）
に
示
さ
れ
た
接
尾
語

～
ブ
説
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
直
接
ベ
シ
が
終
止
形
接
続
で
あ
る
こ
と
、
さ

ら
に
は
非
現
実
推
量
と
現
実
推
量
の
両
者
を
表
わ
す
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
は
難

し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
小
柳
（
二
〇
〇
四
・
二
）
で
は
、
い
く
つ
か
の
活
用
形
は
〈
未
実
現
〉

／
〈
既
実
現
〉
で
対
立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
筆
者
と
立
場
を
共
に
し
て
い
る

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
の
末
、
未
実
現
を
表
わ
す
の
が
未
然
形
で
、
既
実
現
を
表

わ
す
の
は
連
用
形
と
結
論
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
二
つ
の
活
用
形
は
、
未
実

現
／
既
実
現
の
ど
ち
ら
か
を
表
わ
す
と
い
う
意
味
で
有
標
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
終
止
形
は
単
に
動
詞
の
意
味
内
容
を
表
わ
す
だ
け
で
、
未
実
現
／
既
実
現
に
関

し
て
は
中
立
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
無
標
で
あ
る
と
論
じ
る
。

　
　
　

　
　

有
標 　
　
　
　

無
標　
　
　
　

有
標

　
　

未
然
形　

→　

終
止
形　

←　

連
用
形

　
　

未
実
現　
　

 

（
向
実
現
）　　

 

既
実
現

小
柳
（
二
〇
〇
四
・
二
）
の
立
場
に
立
て
ば
、
終
止
形
承
接
の
ベ
シ
が
非
現
実

推
量
／
現
実
推
量
の
双
方
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
は
説
明
が
つ
き
そ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
す
る
と
今
度
は
、
そ
れ
以
外
の
終
止
形
承
接
の
推
量
助
動
詞
、
ラ

ム
・
ラ
シ
・
メ
リ
・
終
止
ナ
リ
が
ど
う
し
て
現
実
推
量
だ
け
を
表
わ
し
、
ど
う
し

て
非
現
実
推
量
を
表
わ
さ
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
た
ま
た
ま
（
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
）
ケ
ム
は
連
用
形
承
接
で
あ
る
の
で
現
実
推
量
に
限
ら
れ
る
こ
と
は
う

ま
く
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
が
。

こ
こ
で
大
鹿
（
一
九
九
九
・
三
）
は
ベ
シ
の
中
核
的
な
意
味
を
「
～
の
状
態
」

あ
る
い
は
「
あ
る
事
態
が
内
在
す
る
状
態
」
の
よ
う
に
説
明
す
る
が
、
小
柳
（
二

〇
〇
四
・
二
）
は
「
事
態
が
未
だ
実
現
に
至
っ
て
い
な
い
が
大
き
く
実
現
に
傾
い

て
い
る
状
態
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
」
と
ま
と
め
て
お
り
、
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
ベ
シ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
態
は
、
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
と
い

う
意
味
に
お
い
て
は
非
現
実
で
あ
る
が
、
眼
前
に
そ
の
兆
候
が
見
出
さ
れ
る
と
い



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
二
九

う
意
味
に
お
い
て
は
現
実
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
て
お
り
、
用
例
に
よ
り
非
現
実

に
偏
る
こ
と
も
あ
れ
ば
現
実
に
偏
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
実
は
そ
の
経
緯
は
個
々
の
歌
の
解
釈
の
中
で
、
中
西
（
一
九
六
九
・
一

二
）
に
も
説
明
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

　

 

十
月
時
雨
の
常
か
、
わ
が
背
子
が
宿
の
黄も

み
ぢ
ば葉

散
り
ぬ
べ
く
見
ゆ
（
万
葉
・
四

二
五
九
）

に
対
し
て
、「
こ
れ
は
「
あ
な
た
の
家
の
黄
葉
は
、
時
雨
に
あ
っ
て
散
り
そ
う

に
見
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
現
実
の
「
黄
葉
」
自
体
の
う
ち
に
「
散
り
ぬ

べ
き
」
様
相
が
見
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
黄
葉
」
が
「
散
り
ぬ
べ

き
」
こ
と
は
、
現
実
の
「
黄
葉
」
の
様
相
か
ら
み
て
必
然
的
な
結
果
的
事
実
と
し

て
予
想
・
推
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。」
と
説
明
し
て
い
る
。

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
ベ
シ
が
命
題
内
の
用
法
か
ら
、
世
界
表
示
（
モ
ダ

リ
テ
ィ
）
へ
と
拡
張
し
た
と
考
え
る
と
、
ベ
シ
以
外
の
上
代
・
中
古
の
推
量
助
動

詞
が
、
現
実
推
量
と
非
現
実
推
量
と
に
分
化
し
て
い
た
状
況
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
ベ
シ
は
そ
の
ど
ち
ら
か
の
用
法
の
み
で

用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
ど
う
や
ら
現
実
推
量
の
用
例
も
、
非
現
実
推
量
の

用
例
も
ど
ち
ら
も
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
先
に
示
し
た
、
現
実
推
量
を
表
わ
す
か
非
現
実
推
量
を
表
わ
す
か
を
区

別
す
る
テ
ス
ト
を
、
上
代
の
ベ
シ
に
適
用
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
①
仮
定
条
件
節
中
に
用
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
テ
ス
ト
で
あ
る

が
、
上
代
の
ベ
シ
は
ま
だ
ベ
ク
ハ
と
い
う
形
で
仮
定
条
件
節
を
構
成
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
中
古
に
入
る
と
初
期
か
ら
ベ
ク
ハ
は
決
し

て
珍
し
く
は
な
い
。

（
14
）ａ 　

ゆ
く
蛍
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
雁
に
つ
げ
こ
せ

 

『
伊
勢
物
語
』　

四
十
五
段　

138

　
　

ｂ 　

お
ど
ろ
き
て
、「
い
と
を
か
し
き
こ
と
か
な
。
よ
み
て
ん
や
は
。
よ
み

つ
べ
く
は
、
は
や
い
へ
か
し
」
と
い
ふ
。 

『
土
佐
日
記
』　

34

　
　
ｃ 　

こ
れ
よ
り
や
が
て
長
精
進
し
て
、
山
で
ら
に
こ
も
り
な
ん
に
、
さ
て
も

あ
り
ぬ
べ
く
は
、
い
か
で
な
ほ
世
の
人
の
た
え
や
す
く
、
そ
む
く
か
た
に

も
や
な
り
な
ま
し
と
思
ひ
た
つ
を
、 

『
蜻
蛉
日
記
』　

212

　
　

ｄ 　
「
さ
ら
ば
、
と
も
か
く
も
、
き
ん
ぢ
が
こ
ゝ
ろ
。
い
で
給
ひ
ぬ
べ
く
は
、

車
よ
せ
さ
せ
よ
」
と
い
ひ
も
は
て
ぬ
に
、 

同　

238

　
　
ｅ 　

か
へ
り
ご
と
に
、「
…
み
た
ま
ひ
な
れ
に
し
と
こ
ろ
に
て
、
い
ま
ひ
と

た
び
き
こ
ゆ
べ
く
は
思
ひ
し
」
な
ど
、
た
え
た
る
さ
ま
に
も
の
し
つ

 

同　

292

　
　

ｆ　

干
る
潮
の
満
ち
か
へ
る
ま
に
消
ぬ
べ
く
は
何
か
難
波
の
潟
を
だ
に
見
む

 

『
平
中
物
語
』　

65

　
　
ｇ 　
「
今
宵
、
も
し
、
月
お
も
し
ろ
く
は
、
来
か
し
。
た
ば
か
り
見
つ
べ
く
は
」

と
い
ひ
た
れ
ば
、「
何
の
よ
き
事
」
と
来
に
け
り 

同　

89

　
　

ｈ 　
「
げ
に
こ
と
わ
り
に
は
侍
れ
ど
、
い
み
じ
き
継
母
と
い
へ
ど
、
北
の
方

の
御
心
の
い
み
じ
う
ま
ゝ
し
き
よ
し
は
、
さ
ま
ざ
ま
も
き
か
せ
給
へ
れ

ば
、
さ
こ
そ
お
も
ほ
す
ら
め
。
た
ゞ
、
御
心
だ
に
た
の
み
た
て
ま
つ
り
ぬ

べ
く
は
、
い
か
に
嬉
し
か
ら
ん
」 

『
落
窪
物
語
』　

62

　
　

ｉ 　

和
泉
殿
へ
文
か
く
。「
…
取
り
ま
す
べ
き
く
だ
物
な
ど
な
ん
侍
り
ぬ
べ
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一
三
〇

く
は
、
少
し
た
ま
わ
ら
せ
よ
。
…
」 

同　

68

　
　
ｊ 　

帥
、「
…
人
侍
ら
ば
こ
そ
、
つ
ゝ
ま
し
く
も
思
さ
め
、
幼
き
人
ば
か
り

な
ん
。
そ
れ
を
、
便
な
か
る
べ
く
は
、
離
れ
た
る
方
に
お
き
侍
り
な
む
。

…
」
と
の
給
へ
ば
、 

同　

235

次
に
、
②
確
定
条
件
節
を
受
け
る
推
量
主
節
中
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、

仮
定
条
件
節
を
受
け
る
推
量
主
節
中
に
用
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
テ
ス
ト

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
万
葉
集
』
中
に
も
、
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。

（
15
）ａ 　

都
な
る
荒
れ
た
る
家
に
ひ
と
り
寝
ば
（
一
宿
者
）
旅
に
ま
さ
り
て
苦
し

か
る
べ
し
（
可
辛
苦
） 

巻
三
・
四
四
〇

　
　

ｂ 　

風
吹
き
て
海
は
荒
る
と
も
明
日
と
言
は
ば
（
明
日
言
）
久
し
く
あ
る
べ

し
（
応
久
）
君
が
ま
に
ま
に 

巻
七
・
一
三
〇
九

　
　
ｃ 　

か
く
の
み
し
恋
ひ
ば
死
ぬ
べ
み
（
恋
者
可
死
）
た
ら
ち
ね
の
母
に
も
告

げ
つ
止
ま
ず
通
は
せ 
巻
十
一
・
二
五
七
〇

　
　

ｄ 　

我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
（
恋
乍
不
有
者
）
刈
り
薦
の
思
ひ
乱
れ

て
死
ぬ
べ
き
も
の
を
（
応
死
鬼
乎
） 

巻
十
一
・
二
七
六
五

　
　
ｅ 　

玉た
ま
く
し
ろ釧ま
き
寝
る
妹
も
あ
ら
ば
こ
そ
（
有
者
許
増
）
夜
の
長
け
く
も
嬉
し

か
る
べ
き
（
歓
有
倍
吉
） 

巻
十
二
・
二
八
六
五

　
　

ｆ 　

夕
々
に
我
が
立
ち
待
つ
に
け
だ
し
く
も
君
来
ま
さ
ず
は
（
君
不
来
益

者
）
苦
し
か
る
べ
し
（
応
辛
苦
） 

巻
十
二
・
二
九
二
九

　
　
ｇ 　

な
か
な
か
に
死
な
ば
安
け
む
見
ず
久
な
ら
ば
（
美
受
比
佐
奈
良
婆
）
す

べ
な
か
る
べ
し
（
須
敝
奈
可
流
倍
思
） 

巻
十
七
・
三
九
三
四

　
　

ｈ 　

…
鹿
子
じ
も
の
た
だ
ひ
と
り
し
て
朝
戸
出
の
か
な
し
き
我
が
子
あ
ら
た

ま
の
年
の
緒
長
く
相
見
ず
は
（
安
比
美
受
波
）
恋
し
く
あ
る
べ
し
（
古
非

之
久
安
流
倍
之
）
今
日
だ
に
も
言
問
ひ
せ
む
と
惜
し
み
つ
つ
…

 

巻
二
十
・
四
四
〇
八

逆
接
仮
定
の
ト
モ
と
共
起
し
て
い
る
例
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
16
）ａ 　

今
は
我
は
死
な
む
よ
我
が
背
生
け
り
と
も
（
生
十
方
）
我
に
寄
る
べ
し

と
（
吾
二
可
縁
跡
）
言
ふ
と
い
は
な
く
に 

巻
四
・
六
八
四

　
　

ｂ 　

言
問
は
ぬ
木
に
は
あ
り
と
も
（
樹
尓
波
安
里
等
母
）
う
る
は
し
き
君
が

手
馴
れ
の
琴
に
し
あ
る
べ
し
（
許
等
尓
之
安
流
倍
志
） 

巻
五
・
八
一
一

　
　
ｃ 　

万
代
に
年
は
来き

経ふ

と
も
（
得
之
波
岐
布
得
母
）
梅
の
花
絶
ゆ
る
こ
と
な

く
咲
き
渡
る
べ
し
（
佐
吉
和
多
留
倍
子
） 

巻
五
・
八
三
〇

　
　

ｄ 　

…
こ
ち
ご
ち
の
花
の
盛
り
に
見め

さ
ず
と
も
（
雖
不
見
）
か
に
も
か
く
に

も
君
が
み
行
き
は
今
に
し
あ
る
べ
し
（
今
西
応
有
） 

巻
九
・
一
七
四
九

　
　
ｅ 　

愛う
る
はし
と
我
が
思
ふ
妹
は
は
や
も
死
な
ぬ
か
生
け
り
と
も
（
雖
生
）
我
に

寄
る
べ
し
と
（
吾
邇
応
依
）
人
の
言
は
な
く
に 

巻
十
一
・
二
三
五
五

　
　

ｆ 　

さ
寝
ぬ
夜
は
千
夜
も
あ
り
と
も
（
千
夜
毛
有
十
方
）
我
が
背
子
が
思
ひ

悔
ゆ
べ
き
（
思
可
悔
）
心
は
持
た
じ 

巻
十
一
・
二
五
二
八

ま
た
③
推
量
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
表
わ
す
点
に
関
し
て
は
、
ベ
シ
が

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
特
に
命
題
外
の

命
令
、
あ
る
い
は
意
志
な
ど
の
用
法
を
持
つ
。

（
17
）ａ 　

我
が
祭
る
神
に
は
あ
ら
ず
ま
す
ら
を
に
つ
き
た
る
神
そ
よ
く
祭
る
べ
し

（
好
応
祀
） 

巻
三
・
四
〇
六

　
　

ｂ 　

剣
太
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
（
刀
具
倍
之
）
古
ゆ
さ
や
け
く
負
ひ
て
来
に



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
三
一

し
そ
の
名
そ 

巻
三
・
四
四
六
七

以
上
の
よ
う
に
、
ベ
シ
に
非
現
実
推
量
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
論
証
さ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ス
ト
に
合
格
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
の
ベ
シ
の
用

例
が
非
現
実
推
量
を
表
わ
す
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
勿
論
こ
れ
ら

の
特
徴
を
持
た
な
い
ベ
シ
の
用
例
も
あ
り
、
そ
の
中
に
は
現
実
推
量
を
表
わ
す
例

も
見
出
さ
れ
る
。
疑
問
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
ベ
シ
の
疑
問
は
お
よ
そ
現
実

が
ど
う
で
あ
る
か
を
尋
ね
る
表
現
で
あ
る
か
ら
、
ベ
シ
は
現
実
推
量
を
表
わ
す
こ

と
に
な
る
。
お
よ
そ
（
18
）ａ
は
「
上
ご
自
身
も
ど
う
お
思
い
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

か
」、（
18
）ｂ
は
「
学
問
な
ど
も
公
務
の
面
で
も
人
に
負
け
を
お
と
り
に
な
る
こ

と
は
な
い
ら
し
い
」、（
18
）ｃ
は
「
や
は
り
、
何
か
わ
け
が
あ
っ
て
、
い
つ
ま
で

も
こ
う
し
た
ま
ま
で
世
の
中
を
恨
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
方
な
の
で
し
ょ
う

か
」、（
18
）ｄ
は
「
こ
の
家
を
お
守
り
に
な
る
べ
き
方
が
お
立
ち
出
で
に
な
っ
て

よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」、（
18
）ｅ
は
「
二
人
の
仲
を
つ
ま
ら
な
く
憂
鬱
と
思
っ

て
い
る
様
子
、
だ
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
ま
で
思
う
こ
と
が
あ
ろ
う
」
の
意
を
表

わ
す
。

（
18
）ａ 　
（
中
将
の
君
は
）
胸
つ
ぶ
れ
騒
ぎ
て
、「
人
も
け
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
言
ひ

思
ふ
ら
む
。
正さ
う

身じ
み

も
い
か
が
思
す
べ
き
。
…
」 

『
源
氏
物
語
』
六
・
68

　
　

ｂ 　
（
匂
宮
は
）
才
な
ど
も
、
お
ほ
や
け
お
ほ
や
け
し
き
方
も
、
お
く
れ
ず

ぞ
お
は
す
べ
き
。 

六
・
139

　
　
ｃ 　
中
将
→
母
尼
「
…
な
ほ
、（
浮
舟
は
）
い
か
な
る
さ
ま
に
世
を
恨
み
て
、
い

つ
ま
で
お
は
す
べ
き
人
ぞ
」
な
ど
あ
り
さ
ま
問
ひ
て
、 

手
習　

六
・
317

　
　

ｄ 　

中
将
の
お
も
と

　
　
　
　
「
浅
け
れ
ど
石
間
の
水
は
す
み
は
て
て
宿
も
る
君
や
か
け
は
な
る
べ
き

　
　

 　

思
ひ
か
け
ざ
り
し
こ
と
な
り
。
か
く
て
別
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
こ
と
よ
」

と
言
へ
ば
、 

真
木
柱　

三
・
365

　
　
ｅ 　
（
源
氏
は
）
世
の
中
を
、
あ
ぢ
き
な
く
う
し
、
と
思
ひ
知
る
気
色
、
な

ど
か
さ
し
も
思
ふ
べ
き
。
心
や
す
く
立
ち
出
で
て
、
お
ほ
ぞ
う
の
住
ま
ひ

は
せ
じ
、
と
思
へ
る
を
、 

 

薄
雲　

二
・
455

川
村
（
一
九
九
五
・
一
〇
）
に
お
い
て
、
Ａ
類
「
観
念
上
の
事
態
成
立
主
張
用

法
」
の
う
ち
Ａ
１
「
現
実
世
界
接
触
用
法
」
の
さ
ら
に
〈
推
量
〉
お
よ
び
〈
兆
し
・

気
配
〉
は
用
例
が
（「
一
般
論
と
し
て
の
事
態
」）「
未
実
現
の
事
態
」「
現
在
の
事

態
」
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、「
未
実
現
の
事
態
」
は
非
現
実
推
量
に
、「
現
在
の

事
態
」
は
現
実
推
量
に
あ
た
る
。
ち
な
み
に
Ａ
１
の
「
現
実
世
界
接
触
用
法
」
は

「
そ
の
事
態
が
現
実
世
界
に
実
際
に
生
起
す
る
か
否
か
と
い
う
関
心
に
お
い
て
、

非
現
実
の
事
態
を
述
べ
る
用
法
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
現
在
の
事
態
」
に
関

し
て
は
、「
話
者
の
認
識
し
て
い
る
時
空
と
は
別
の
時
点
・
空
間
に
お
い
て
は
、

現
実
世
界
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
思
い
描
か
れ
た
事
態
で
あ
る
」
と
い
う
苦

し
い
説
明
を
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
（
世
界
表
示
）
の

用
法
に
お
い
て
は
、
他
の
推
量
助
動
詞
が
、
現
実
推
量
と
非
現
実
推
量
と
に
分
か

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ベ
シ
は
そ
の
両
方
の
用
法
を
持
つ
と
述
べ
る
方
が
す
っ

き
り
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
こ
こ
で
ベ
シ
と
ム
と
を
比
較
す
る
と
、
共
通
す
る
意
味
が
多
い
こ
と
に
気

が
付
く
。〈
意
志
〉〈
適
当
〉〈
命
令
〉〈
勧
誘
〉、〈
推
量
〉、
あ
る
い
は
〈
仮
定
〉（
ベ

シ
は
ベ
ク
ハ
の
形
で
、
ム
は
ム
ハ
も
し
く
は
連
体
・
準
体
用
法
に
お
い
て
）
な
ど



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
三
二

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
共
通
の
派
生
過
程
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ム
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
用
法
に
共
通
す
る
意
味
と
し
て
〈
未
実

現
〉
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
は
語
用
論
的
に
派
生
す
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
人
称
す
な
わ
ち
話
し
手
自
身
に
関
わ
る
事
態
が

〈
未
実
現
〉
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
話
し
手
が
そ
の
こ
と
を
行
う
つ
も
り
が

あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
意
志
〉
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
二
人
称
す
な
わ
ち
聞

き
手
に
関
わ
る
事
態
が
〈
未
実
現
〉
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
聞
き
手
に
対
し

て
そ
の
こ
と
を
行
う
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
勧
誘
〉
を
表
わ
す
こ
と

に
な
る
。
ま
た
そ
れ
以
外
の
事
態
が
〈
未
実
現
〉
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
話

し
手
が
そ
の
事
態
が
近
い
将
来
成
立
す
る
と
述
べ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈（
非
現

実
）
推
量
〉
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
従
属
節
に
お
い
て
当
該
事
態
が
〈
非

現
実
〉
で
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
は
、
当
該
事
態
を
〈
仮
定
〉
す
る
こ
と
（
も
し
く

は
〈
婉
曲
〉）
を
表
わ
す
こ
と
に
な
る
。

・
ム
の
語
用
論
的
派
生

　
　
　
　
　
　
　
　

一
人
称
…
〈
意
志
〉

　
〈
非
現
実
〉　　
　

二
人
称
…
〈
勧
誘
〉

　
　
　
　
　
　
　
　

そ
の
他
…
〈
推
量
〉（〈
非
現
実
推
量
〉）

　
　
　
　
　
　
　
　

従
属
節
…
〈
仮
定
〉（
も
し
く
は
〈
婉
曲
〉）

こ
の
よ
う
な
意
味
拡
張
は
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
の
観
点
か
ら
す
る
と
、〈
推
量
〉

は
認
識
的
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
あ
る
が
、〈
意
志
〉
や
〈
勧
誘
〉〈
命
令
〉
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
属
し
、〈
仮
定
〉
に
至
っ
て
は
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
は
言
い
が
た
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
拡
張
は
、
直
感

的
に
も
納
得
し
や
す
く
、
ベ
シ
の
意
味
の
派
生
に
も
同
様
の
語
用
論
的
原
理
が
働

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
ム
に
関
し
て
、
そ
の
根
本
的
意
味
を
〈
非
現
実
〉
と
し
た
場
合
に
以
上

の
よ
う
な
派
生
過
程
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ベ
シ
に
は
〈
非
現
実
〉
事
態

に
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、〈
現
実
〉
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
話
し
手
は
直

接
的
に
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
と
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
井
島
（
二
〇
一

四
・
三
）
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
後
者
の
場
合
に
は
〈（
現
実
）
推
量
〉
を
表
わ

す
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
の
派
生
は
見
出
さ
れ
な
い
。
以
上
を

ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
三
三

・
ベ
シ
の
語
用
論
的
派
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
人
称
…
〈
意
志
〉

　
　
〈
非
現
実
〉　　
　

二
人
称
…
〈
適
当
〉〈
命
令
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
人
称
…
〈
非
現
実
推
量
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
属
節
…
〈
仮
定
〉

　
　
〈（
未
知
）
現
実
〉
…
…
〈
現
実
推
量
〉

お
わ
り
に

筆
者
は
古
典
語
の
推
量
助
動
詞
を
体
系
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
き
た

が
、
ベ
シ
の
解
明
に
手
を
焼
い
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
春
定
年
を
迎
え
る
こ
と
と

な
り
、
と
り
あ
え
ず
の
現
状
報
告
と
し
て
本
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
ま
だ

疑
問
・
反
語
あ
る
い
は
否
定
に
関
し
て
は
余
り
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
う

え
に
、
後
半
は
駆
け
足
で
論
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
再
考
を
期
し
た
い
。
な
お
古

典
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
を
用
い
た
。

参
考
文
献

山
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孝
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（
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・
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法
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」『
国
漢
』

第
六
十
号 pp.20-21
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叙
述
と
陳
述
―
述
語
文
節
の
構
造
―
」『
国
語
学
』

第
十
三
・
十
四
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透
（
一
九
五
六
・
七
）「
ベ
シ
・
ベ
カ
ラ
ズ
・
マ
シ
ジ
・
マ
ジ
に
つ
い
て
」『
国

語
学
』
第
二
十
五
輯 pp.80-89

山
田　

俊
雄
（
一
九
五
七
・
一
一
）「
終
助
詞
に
続
く
助
動
詞　

ま
じ
・
べ
し
」『
国
文
学

　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
十
二
巻
第
十
一
号 pp.72-82

福
島　

邦
道
（
一
九
五
九
・
一
）「
い
わ
ゆ
る
推
量
の
助
動
詞
―
七
、『
べ
し
』
の
研
究
」『
国

文
学
』
臨
時
増
刊 

第
四
巻
第
二
号 pp.121-130　

学
燈
社

大
塚　

光
信
（
一
九
六
〇
・
七
）「
ベ
シ
と
マ
イ
」『
国
語
国
文
』
第
二
十
九
巻
第
七
号 

pp.17-34

宮
田
和
一
郎
（
一
九
六
一
・
三
）「
助
動
詞
『
ぬ
べ
し
』
―
源
氏
物
語
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
（
八
）

―
」『
国
文
学
』
第
六
巻
第
四
号 pp.89-91

中
田　

祝
夫
（
一
九
六
三
・
五
、
七
、
九
）「
解
釈
文
法
雑
筆
（
１
）（
２
）（
３
）
―
（
そ

の
一
）
苔
の
細
道
を
踏
み
分
け
て
・（
そ
の
二
）『
べ
し
』
と
『
ま
じ
』
お
よ
び
そ

の
『
裏う

ら

』
と
『
表お
も
て
』・（
そ
の
三
）（
付
）
助
詞
『
つ
つ
』
の
用
法
の
一
つ
―
」『
国

文
学　

言
語
と
文
芸
』
第
五
巻
第
三
・
四
・
五
号 pp.59-74,62-68,64-70

大
野　
　

晋
（
一
九
六
三
・
六
）「
古
典
文
法
の
ポ
イ
ン
ト　

推
量
の
助
動
詞
じ
・
む
・
ら

む
・
ら
し
・
め
り
・
べ
し
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
十
八
巻
第
七
号 

pp.61-62

桜
井　

光
昭
（
一
九
六
四
・
一
〇
）「
推
量
・
古
典
語　

べ
し
（
付
、
べ
ら
な
り
）」『
国
文
学
』

第
九
巻
第
十
三
号 pp.124-129

阪
倉　

篤
義
（
一
九
六
六
・
五
）『
語
構
成
の
研
究
』
角
川
書
店

石
田　
　

肇
（
一
九
六
七
・
三
）「
助
動
詞
『
べ
し
』
の
考
察
」『
滋
賀
大
国
文
』
第
四
号 

pp.39-64

佐
伯　

哲
夫
（
一
九
六
八
・
一
〇
）「
特
集
・
日
本
語
の
助
動
詞
の
役
割　

推
量
（
ら
し
・

ま
し
・
べ
し
・
め
り
）」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
三
十
三
巻
第
十
二
号 pp.86-

89
鈴
木
丹
士
郎
（
一
九
六
八
・
一
一
）「『
べ
し
』
と
『
ま
じ
』
の
接
続
―
文
語
史
上
の
一
問

題
と
し
て
―
」『
専
修
大
人
文
科
学
研
究
所
月
報
』
第
六
号
（
専
修
大
学
人
文
科
学

研
究
所
）

阪
倉　

篤
義
（
一
九
六
九
・
六
）「『
べ
し
』『
ら
し
』『
ら
む
』『
け
む
』
に
つ
い
て
」『
佐



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
三
四

伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念　

国
語
学
論
集
』
表
現
者 pp.367-380

柏
谷　

嘉
弘
（
一
九
六
九
・
五
）「
特
集　

助
動
詞
小
辞
典
・
文
語
編
―
べ
し
―
」『
月
刊

文
法
』
第
一
巻
第
七
号 pp.60-61

中
西　

宇
一
（
一
九
六
九
・
一
一
）「『
べ
し
』
の
推
定
性
―
様
相
と
推
定
と
意
志
―
」『
万
葉
』

第
七
十
一
号pp.22-45

中
西　

宇
一
（
一
九
六
九
・
一
二
） 「
特
集
・
新
説
・
新
研
究　
『
べ
し
』
の
意
味
―
様
相

的
推
定
と
論
理
的
推
定
―
」『
月
刊
文
法
』
第
二
巻
第
二
号 pp.117-123

伊
藤　

慎
吾
（
一
九
七
一
・
九
）「
源
氏
物
語
に
見
え
た
助
動
詞
ベ
シ
の
用
例　

上
・
下
」『
武

庫
川
女
子
大
学
紀
要　

人
文
科
学
編
』
第
十
八
集 pp.1-13

尾
崎　

暢
殃
（
一
九
七
一
・
一
一
）「『
劔
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し
』」『
日
本
文
学
論
究
』
第

三
十
一
号 pp.1-8 （
国
学
院
大
学
国
語
国
文
学
会
）

佐
田　

智
明
（
一
九
七
一
・
一
二
）「
あ
ゆ
ひ
抄
に
お
け
る
『
べ
し
』
の
里
言
を
め
ぐ
っ
て
」

『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
号
（
北
九
州
大
学
）pp.75-86

稲
益　

保
寿
（
一
九
七
四
・
三
）「『
べ
し
』
の
意
味
の
相
関
に
つ
い
て
―
万
葉
集
を
中
心

に
し
て
―
」『
薩
摩
路
』
第
十
八
号 pp.16-23

小
林　

賢
次
（
一
九
七
七
・
九
）「「
ベ
シ
ト
モ
覚
エ
ズ
」
考
」『
香
川
大
学
国
文
研
究
』
第

二
号
（
香
川
大
学
）

堀
口　

和
吉
（
一
九
七
九
・
三
）「
助
動
詞
の
意
味
―
＂べ
し
＂
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
山
辺
道
』

第
二
十
三
号 pp.22-36

（
天
理
大
学
）

北
原　

保
雄
（
一
九
八
一
・
一
一
）『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
書
店

田
島　

毓
堂
（
一
九
八
二
・
七
）「
法
華
経
為
字
ベ
シ
訓
源
流
考
」『
名
古
屋
大
学
国
語
国

文
学
』
第
五
十
号 pp.1-21

（
名
古
屋
大
学
）

Sw
eetser, Eve

（
一
九
八
二
・
＊
）Root and epistem

ic m
odals: causuality in tw

o 
w

orlds, Proceedings of the eighth annual m
eeting of the Berkeley 

Linguistic Society

（BLS 8

）: pp.484-507

伊
東　

光
浩
（
一
九
八
八
・
三
）「
可
能
の
『
べ
し
』
存
疑
―
八
代
集
に
於
け
る
―
『
中
央

大
学
国
文
』
第
三
十
一
号 pp.58-73

（
中
央
大
学
）

谷
山　

尚
代
（
一
九
八
九
・
一
）「
助
動
詞
『
べ
し
』
と
『
関
東
べ
い
』」『
国
文
』
第
七
十

号 pp.46-59

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
）

洪　
　

競
春
（
一
九
九
〇
・
三
）「
助
動
詞
『
べ
し
』
の
可
能
表
現
に
つ
い
て
―
日
漢
比
較

に
よ
る
検
討
―
」『
中
京
国
文
学
』
第
九
号 pp.50-59

（
中
京
大
学
）

内
藤　

聡
子
（
一
九
九
〇
・
七
）「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
つ
べ
し
』『
ぬ
べ
し
』」『
愛

知
大
学
国
文
学
』
第
三
十
号 pp.38-45

（
愛
知
大
学
）

堀
畑　

正
臣
（
一
九
九
一
・
九
）「
平
安
時
代
の
記
録
体
に
於
け
る
『
須
（
す
べ
か
ら
く
～

べ
し
）』
の
用
法
に
就
い
て
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
八
十
七
号 pp.14-30

清
水　

康
行
（
一
九
九
三
・
二
）「『
日
米
和
親
条
約
』
の
言
語
と
文
体—

漢
文
和
解
版
の

＂候
文
＂
と
蘭
文
和
解
版
の
＂べ
し
べ
か
ら
ず
文
＂―
」『
近
代
語
研
究
』
第
九
号
（
近

代
語
学
会
）pp.315-333 

武
蔵
野
書
院

伊
東　

光
浩
（
一
九
九
四
・
七
）「『
べ
し
』
の
分
類
」『
短
大
論
叢
』
第
九
十
二
号 pp.9-

23

（
関
東
学
院
女
子
短
期
大
学
）

荒
木　
　

浩
（
一
九
九
四
・
一
二
）「〈
な
る
べ
し
〉
と
い
う
表
現
の
こ
と
―
〈
自
記
〉
と
〈
他

記
〉
と
の
あ
わ
い
―
」『
待
兼
山
論
叢
』
第
二
十
八
号 pp.1-18

（
大
阪
大
学
）

伊
東　

光
浩
（
一
九
九
五
・
一
〇
）「『
べ
し
』
の
違
い
―
古
今
集
と
三
宝
絵
詞
―
」『
築
島

裕
博
士
古
稀
記
念　

国
語
学
論
集
』（
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
会
）pp.311-332 

汲

古
書
院

川
村　
　

大
（
一
九
九
五
・
一
〇
）「
ベ
シ
の
諸
用
法
の
位
置
関
係
」『
築
島
裕
博
士
古
稀

記
念　

国
語
学
論
集
』（
築
島
裕
博
士
古
稀
記
念
会
）pp.333-354 

汲
古
書
院

高
山　

善
行
（
一
九
九
五
・
一
一
）「
助
動
詞
ベ
シ
と
否
定
」『
宮
地
裕
・
敦
子
先
生
古
稀

記
念
論
集
日
本
語
の
研
究
』（
宮
地
裕
・
敦
子
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
）

pp.146-164 

明
治
書
院

川
村　
　

大
（
一
九
九
六
・
六
）「
ベ
シ
の
表
す
意
味
―
肯
定
・
否
定
・
疑
問
の
文
環
境
の

中
で
―
」『
山
口
明
穂
教
授
還
暦
記
念　

国
語
学
論
集
』（
山
口
明
穂
教
授
還
暦
記

念
会
）pp.175-194 

明
治
書
院

甲
原
美
由
紀
（
一
九
九
六
・
八
）「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
助
動
詞
『
む
』
と
『
べ
し
』
と
」

『
国
語
の
研
究
』
第
二
十
三
号 pp.49-56

（
大
分
大
学
国
語
国
文
学
会
）

高
山　

善
行
（
一
九
九
六
・
一
〇
）「
助
動
詞
ベ
シ
の
成
立
―
意
味
変
化
の
視
点
か
ら
―
」

『
国
語
語
彙
史
の
研
究
』
第
十
六
巻　

阪
倉
篤
義
博
士
追
悼
号
（
国
語
語
彙
史
研
究

会
）pp.159-174 

和
泉
書
院



井
島
正
博
　

上
代
・
中
古
語
の
推
量
助
動
詞
ベ
シ

一
三
五

田
中　

雅
和
（
一
九
九
七
・
五
）「
中
世
和
漢
混
淆
文
に
お
け
る
『
ベ
シ
』
の
否
定
表
現
―

和
文
語
『
マ
ジ
』
と
の
関
係
か
ら
―
」『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
第
二
十
輯
（
鎌
倉
時

代
語
研
究
会
）pp.47-80

武
蔵
野
書
院

川
村　
　

大
（
一
九
九
八
・
二
）「
事
態
の
妥
当
性
を
述
べ
る
ベ
シ
を
め
ぐ
っ
て
」『
東
京

大
学
国
語
研
究
室
創
設
百
周
年
記
念　

国
語
研
究
論
集
』（
東
京
大
学
国
語
研
究
室

創
設
百
周
年
記
念
国
語
研
究
論
集
編
集
委
員
会
）pp.208-229 

汲
古
書
院

伊
東　

光
浩
（
一
九
九
八
・
三
）「<

共
同
研
究
；
日
本
語
・
日
本
文
学
に
お
け
る
『
女
性
』

性
と
『
男
性
』
性
（
２
）>

可
・
応
の
『
べ
し
』（
１
）
―
『
応
』
字
の
場
合
―
」『
生

活
文
化
研
究
』
第
五
号 pp.3-12

（
関
東
学
院
女
子
短
期
大
学
生
活
文
化
研
究
所
）

伊
東　

光
浩
（
一
九
九
九
・
三
）「<
共
同
研
究>

可
・
応
の
「
べ
し
」（
２
）
―
『
可
』

字
採
択
が
回
避
さ
れ
る
表
記
上
の
要
因
に
つ
い
て
―
」『
生
活
文
化
研
究
』
第
六
号 

pp.1-13

（
関
東
学
院
女
子
短
期
大
学
生
活
文
化
研
究
所
）

大
鹿　

薫
久
（
一
九
九
九
・
三
）「『
べ
し
』
の
文
法
的
意
味
に
つ
い
て
」『
森
重
先
生
喜
寿

記
念　

こ
と
ば
と
こ
と
の
は
』
森
重
先
生
喜
寿
記
念
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
刊
行
会 

pp.51-71 

和
泉
書
院

川
村　
　

大
（
一
九
九
九
・
三
）「
マ
ジ
の
表
す
意
味
―
ベ
シ
と
の
対
比
に
お
い
て
―
」『
東

京
外
国
語
大
学
日
本
研
究
教
育
年
報
』
第
三
号 pp.55-79
（
東
京
外
国
語
大
学
）

山
口　

堯
二
（
一
九
九
九
・
一
〇
）「『
べ
し
』
の
通
時
的
変
化
」『
京
都
語
文
』
第
四
号 

pp.186-205

（
仏
教
大
学
国
語
国
文
学
会
）（『
助
動
詞
史
を
探
る
』（
二
〇
〇
三
・
九
）

和
泉
書
院　

所
収
）

山
口　

堯
二
（
二
〇
〇
〇
・
三
）「
中
世
末
期
口
語
に
お
け
る
『
べ
し
』
の
後
身
―
『
天
草

版
平
家
物
語
』
の
訳
語
に
よ
る
―
」『
仏
教
大
学
文
学
部
論
集
』
第
八
十
四
号 

pp.55-68 （
仏
教
大
学
）（『
助
動
詞
史
を
探
る
』（
二
〇
〇
三
・
九
）
和
泉
書
院　

所

収
）

川
村　
　

大
（
二
〇
〇
二
・
二
）「
特
集　

モ
ダ
リ
テ
ィ
・
ム
ー
ド
・
叙
法　

叙
法
と
意
味

―
古
代
語
ベ
シ
の
場
合
―
」『
日
本
語
学
』
第
二
十
一
巻
第
二
号 pp.28-37

谷
光　

忠
彦
（
二
〇
〇
二
・
二
）「<

研
究
ノ
ー
ト>

今
昔
物
語
集
の
『
べ
し
』
の
表
記
に

つ
い
て
」『
明
海
日
本
語
』
第
七
号 pp.19-22

（
明
海
大
学
）

堀
畑　

正
臣
（
二
〇
〇
二
・
二
）「
古
文
書
（『
平
安
遺
文
』）
に
お
け
る
『
須
（
す
べ
か
ら

く
～
べ
し
）』
の
用
法
に
つ
い
て
」『
国
語
国
文
学
研
究
』
第
三
十
七
号 pp.383-401

（
熊
本
大
学
）

권　
　

 

경
애
（
二
〇
〇
二
・
一
二
）「
延
慶
本 

平
家
物
語
에 

나
타
나
는 ［
マ
ジ
］［
ベ
カ
ラ

ズ
］［
ザ
ル
ベ
シ
］
의 

쓰
임
새
에 

대
하
여
」『
日
本
研
究
』
第
十
九
輯 pp.177-190

（
韓
國
外
國
語
大
學
校
外
國
學
綜
合
研
究
센
터
日
本
研
究
所
）

坂
詰　

力
治
（
二
〇
〇
二
・
三
）「
中
世
に
お
け
る
助
動
詞
の
接
続
用
法
に
関
す
る
一
考
察

―
終
止
形
接
続
の
助
動
詞
『
ま
じ
』『
ら
ん
』『
べ
し
』
を
中
心
に
―
」『
文
学
論
藻

〈
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要　

日
本
文
学
文
化
篇
〉』
第
七
十
六
号 pp.210-223

（
東
洋

大
学
）

小
柳　

智
一
（
二
〇
〇
四
・
二
）「
ベ
シ
・
ラ
シ
・
ラ
ム
の
接
続
に
つ
い
て
」『
国
学
院
雑
誌
』

第
百
五
巻
第
二
号 pp.16-31

（
国
学
院
大
学
）

ナ
ロ
ッ
ク
，
ハ
イ
コ
（
二
〇
〇
四
・
一
〇
）「
メ
リ
、
ベ
シ
の
過
去
と
『
連
体
ナ
リ
』」『
国

語
国
文
』
第
七
十
三
巻
第
十
号 pp.49-66

鎌
倉　

暄
子
（
二
〇
〇
四
・
一
二
）「
い
わ
ゆ
る
推
量
の
助
動
詞
『
べ
し
』
に
つ
い
て
―
そ

の
本
質
と
成
立
に
関
連
し
て
―
」『
香
椎
潟
』
第
五
十
号 pp.95-134

（
福
岡
女
子
大

学
国
文
学
会
）

青
野　

順
也
（
二
〇
〇
五
・
五
）「『
べ
し
』
の
表
記
と
意
味
―
万
葉
集
に
お
け
る
―
」『
古

代
中
世
文
学
論
考
』
第
十
五
号
（
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
）pp.7-37 

新
典
社

渋
谷　

勝
己
・
沢
村　

美
幸
・
大
久
保　

拓
麿
・
松
丸　

真
大
（
二
〇
〇
六
・
二
）「
山
形

市
方
言
の
文
末
詞
シ
タ
―
ベ
シ
タ
・
ガ
シ
タ
の
意
味
に
も
と
づ
い
て
―
」『
阪
大
日

本
語
研
究
』
第
十
八
号 pp.1-21

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
語
学
講
座
）

井
島　

正
博
（
二
〇
〇
七
・
八
）「
中
古
語
完
了
助
動
詞
の
体
系
」『
国
語
と
国
文
学
』
第

八
十
四
巻
第
八
号 pp54-67

齋
藤　
　

彰
（
二
〇
一
〇
・
一
）「
徒
然
草
の
表
現
―
〈
べ
し
・
べ
か
ら
ず
〉
の
用
法
に
み

る
兼
好
の
論
理
― 

」『
学
苑
』
第
八
百
三
十
一
号 pp.24-36 

（
昭
和
女
子
大
学
近
代

文
化
研
究
所
）

井
島　

正
博
（
二
〇
一
〇
・
三
）「
上
代
・
中
古
語
推
量
助
動
詞
の
疑
問
用
法
」『
東
京
女

子
大
学
日
本
文
学
』
第106

号　

pp23-53

井
島　

正
博
（
二
〇
一
一
・
二
）『
中
古
語
過
去
・
完
了
表
現
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房



成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
　

第
五
十
九
号
（
二
〇
二
四
）

一
三
六

井
島　

正
博
（
二
〇
一
一
・
三
）「
上
代
・
中
古
語
推
量
助
動
詞
の
確
定
条
件
用
法
」
坂
詰

力
治
編
『
言
語
変
化
の
分
析
と
理
論
』
お
う
ふ
う　

pp116-132
山
本
佐
和
子
（
二
〇
一
二
・
一
）「『
ツ
ベ
イ
』
と
『
ツ
ベ
シ
イ
』
―
助
動
詞
『
ベ
シ
』
の

シ
ク
活
用
化
に
つ
い
て
―
」『
日
本
語
の
研
究
』pp.29-44

閔　
　

丙
燦
（
二
〇
一
二
・
八
）「
ヘ
ボ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
訳
『
馬
可
伝
』
に
お
け
る
『
べ
し
』

に
つ
い
て
」『
日
本
學
報
』
第
九
十
二
号 pp.27-38 

（
韓
國
日
本
學
會
［
韓
国
日
本

学
会
］）

井
島　

正
博
（
二
〇
一
三
・
三
）「
当
為
表
現
の
構
造
と
機
能
」『
日
本
語
学
論
集
』
第
九

号 pp133-173

井
島　

正
博
（
二
〇
一
四
・
一
）「
上
代
・
中
古
語
の
推
量
表
現
の
表
現
原
理
」
益
岡
隆
志

　

他
編
『
日
本
語
複
文
構
文
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房　

pp249-278

加
藤　

恵
梨
（
二
〇
一
五
・
三
）「『
－
べ
く
』
と
『
－
べ
し
』
に
つ
い
て
―
日
本
語
教
育

に
役
立
つ
例
文
づ
く
り
の
た
め
の
研
究
― 

」『
名
古
屋
大
学
日
本
語
・
日
本
文
化
論

集
』
第
二
十
二
号 pp.105-117 （
名
古
屋
大
学
国
際
言
語
セ
ン
タ
ー
）

金
田　

章
宏
・
下
地　

賀
代
子
（
二
〇
一
五
・
三
）「
南
琉
球
方
言
に
お
け
る
ベ
シ
由
来
形

の
使
用
実
態
」『
琉
球
の
方
言
』
第
三
十
九
号pp.141-164

（
法
政
大
学
沖
縄
文
化

研
究
所
）

近
藤　
　

明
（
二
〇
一
六
・
二
）「
危
惧
表
現
形
式
の
一
環
と
し
て
の
複
合
助
動
詞
『
ヌ
ベ

シ
』『
ツ
ベ
シ
』
の
位
置
」『
金
沢
大
学
人
間
社
会
学
域
学
校
教
育
学
類
紀
要
』
第

八
号 pp.138-129

長
田　

成
美
（
二
〇
一
六
・
三
）「『
可
』
と
『
ベ
シ
』
に
見
た
上
代
の
〈
表
記
意
識
〉
―

記
紀
宣
命
を
中
心
に
―
」『
福
岡
教
育
大
学
国
語
科
研
究
論
集
』
第
五
十
七
号 

pp.78-61

井
島　

正
博
（
二
〇
一
六
・
五
）「
上
代
・
中
古
語
推
量
助
動
詞
の
連
体
・
準
体
用
法
」『
国

語
と
国
文
学
』
第
九
十
三
巻
第
五
号　

pp3-16

仁
科　
　

明
（
二
〇
一
六
・
六
）「
状
況
・
論
理
・
価
値
―
上
代
の
『
べ
し
』
と
非
現
実
事

態
―
」『
国
文
学
研
究
』
第
百
七
十
九
号 pp.41-53

（
早
稲
田
大
学
）

井
島　

正
博
（
二
〇
一
八
・
三
）「
逆
行
推
論
に
つ
い
て
」『
成
蹊
大
学
文
学
部
紀
要
』
第

53
号 pp.193-207

井
島　

正
博
（
二
〇
一
八
・
一
一
）「
他
言
語
か
ら
見
た
上
代
・
中
古
語
の
推
量
表
現
」
沖

森
卓
也
編
『
歴
史
言
語
学
の
射
程
』
三
省
堂pp133-149


