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形
式
へ
向
か
う
カ

　
　
　
一
「
我
が
母
よ
」
の
歌
に
お
け
る
茂
吉
の
試
み
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
頭
知
津
子

　
短
歌
の
形
式
は
不
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
由
な
心
を
盛
る
の
は
虚

偽
に
陥
る
と
い
ふ
。
一
応
明
白
な
理
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
そ
の
虚

偽
な
と
こ
ろ
よ
り
力
が
湧
い
て
来
る
の
だ
。
虚
偽
の
生
ぜ
ん
と
す
る
刹

那
に
其
と
闘
ふ
力
か
ら
光
明
が
放
射
す
る
の
で
あ
る
。
力
は
障
磯
に
ぶ

つ
か
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
短
歌
の
形
式
を
い
と
ほ
し
む
心
は
力
に

通
る
る
心
で
あ
る
。
短
小
な
る
短
歌
の
形
式
に
紅
血
を
流
通
せ
し
め
ん

と
す
る
努
力
は
ま
さ
に
障
擬
に
向
ふ
多
力
者
の
意
力
で
あ
る
。

　
ウ
イ
ル
レ
ツ
　
ル
マ
ハ
ト

『
多
力
に
向
ふ
意
志
』
で
あ
る
。

　
お
の
れ
が
程
度
の
幸
島
を
出
し
た
い
の
で
あ
る
。
小
さ
い
な
が
ら
短

歌
形
式
の
不
自
由
な
抵
抗
に
ぶ
つ
つ
か
っ
て
、
力
を
出
す
の
で
あ
る
。

作
歌
態
度
の
純
乎
た
ら
ん
事
を
願
ふ
。
い
つ
も
短
歌
の
形
式
を
念
々
に

意
識
し
て
み
る
。
而
し
て
こ
の
二
つ
の
間
に
少
し
も
矛
盾
の
無
い
所
以

で
あ
る
。
抵
抗
に
衝
突
し
て
苦
闘
し
た
揚
句
に
、
西
方
の
人
が
云
っ
て

呉
れ
た
㍉
o
冠
雪
。
§
。
『
。
“
興
◎
a
o
o
一
〇
．
、
の
妙
歓
喜
を
味
ふ
の
だ
。
こ
れ
ま

で
わ
れ
等
が
短
歌
の
形
式
に
執
着
し
て
来
た
の
は
こ
の
為
で
あ
る
。

　
而
し
て
短
歌
形
式
の
不
自
由
は
我
等
の
力
に
相
当
し
た
も
の
で
あ
る
。

鬼
ご
っ
こ
が
童
男
童
女
に
相
当
す
る
ご
と
く
に
。
さ
れ
ば
今
後
若
し
も

つ
と
多
力
者
た
ら
し
め
て
呉
れ
る
な
ら
、
も
っ
と
大
き
な
翠
陰
に
向
っ

て
ぶ
つ
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
注
1
）

　
生
涯
に
一
七
冊
の
歌
集
と
、
そ
れ
に
収
録
さ
れ
る
だ
け
で
も
一
四
〇
〇
〇

首
を
越
え
る
歌
を
残
し
た
斎
藤
茂
吉
に
と
っ
て
、
短
歌
は
、
文
字
通
り
「
い

と
ほ
し
む
」
べ
き
形
式
で
あ
っ
た
。
前
掲
の
文
は
、
大
正
二
年
三
月
号
「
ア

ラ
ラ
ギ
」
の
「
短
歌
雑
論
働
」
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
ニ

ー
チ
ェ
と
の
関
連
に
お
い
て
言
及
さ
れ
、
ま
た
茂
吉
の
短
歌
観
を
論
じ
る
際

に
引
用
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
イ
ル
レ
ツ
じ
ル
マ
ハ
ト

　
引
用
文
中
の
「
紅
血
を
流
通
せ
し
め
ん
」
、
「
『
多
力
に
向
ふ
意
志
』
」
、

「
寄
冠
巷
9
冨
界
。
α
臼
o
o
o
g
o
」
な
ど
は
ニ
ー
チ
ェ
に
関
係
す
る
用
語
で
あ
り
、

茂
吉
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
援
用
し
つ
つ
巧
み
に
短
歌
形
式
へ
の
「
執
着
」
の
由

来
を
述
べ
て
い
る
。
短
歌
の
形
式
に
「
紅
血
を
流
通
せ
し
め
ん
」
と
は
、
茂

吉
が
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
な
る
理
論
に
と
ど

ま
る
こ
と
な
く
実
践
さ
れ
、
実
践
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
ま
た
歌
論
を

補
強
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
茂
吉
に
お
け
る
生
き
た
創
作
理
論
で
あ
っ
た
。

右
に
摘
記
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
先
行
論
文
（
注
2
）
に
明
ら

か
で
あ
り
、
本
稿
で
触
れ
る
「
紅
血
流
通
」
（
注
3
）
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
　
b
＆

さ
ミ
を
典
拠
と
す
る
（
注
4
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
短
歌
の
言
葉
の
あ
り
よ

う
に
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
茂
吉
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
詩
b
蕩
さ
ミ
（
「
言
葉
」
）

に
冒
を
留
め
、
げ
卑
⇔
σ
ζ
貯
ψ
無
げ
の
↓
節
を
見
出
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
興

味
深
い
。
後
年
、
茂
吉
が
そ
の
訳
に
関
心
を
抱
い
た
竹
山
道
雄
は
こ
の
箇
所

を
「
血
が
め
ぐ
っ
て
」
と
訳
し
て
い
る
（
注
5
）
。

　
本
稿
は
、
冒
頭
の
引
用
文
が
書
か
れ
た
頃
の
茂
吉
の
周
辺
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
「
紅
血
流
通
」
の
創
作
行
為
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
ど
の
よ
う
な
形
を

作
品
の
上
に
刻
ん
だ
の
か
、
そ
の
過
程
を
表
現
に
即
し
て
跡
づ
け
る
試
み
で

あ
る
。
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一
、
茂
吉
の
周
辺

　
冒
頭
引
用
文
の
「
短
歌
の
形
式
は
不
自
由
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
『
宿
雨
近

代
文
学
大
系
』
（
注
6
）
の
「
頭
注
」
は
、
尾
上
柴
舟
の
「
短
歌
滅
亡
私
論
」

と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
明
治
四
三
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
へ
の
直
接
の
反

論
と
し
て
は
、
や
や
感
情
の
抑
制
に
か
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
ぶ
、
そ
れ
は

茂
吉
が
常
に
、
「
短
歌
の
形
式
」
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。

　
次
に
、
当
時
の
茂
吉
を
知
る
別
の
資
料
を
あ
げ
る
。

　
　
一
昨
年
あ
た
り
は
強
い
事
を
云
っ
た
。
そ
れ
は
附
元
気
だ
つ
た
の
だ
。

　
　
今
の
僕
は
一
人
で
歩
ま
う
と
し
て
居
る
。
附
元
気
の
痕
跡
が
時
々
纏
つ

　
　
て
る
て
も
、
実
は
と
れ
か
か
っ
て
み
る
の
だ
。
然
し
一
人
歩
む
僕
が
も

　
　
つ
と
強
く
な
る
時
期
が
若
し
あ
っ
た
ら
、
八
面
に
敵
を
受
け
て
片
ぱ
し

　
　
か
ら
な
で
切
り
に
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
現
在
の
僕
に
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
（
注
7
）

大
正
二
年
二
月
号
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
「
編
輯
所
便
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、

冒
頭
引
用
文
と
は
対
照
的
に
弱
気
な
語
調
で
あ
る
。
ま
た
右
引
用
文
の
前
後

に
は
、
「
朦
朧
だ
と
い
ふ
の
は
僕
の
現
在
の
状
態
だ
」
、
「
苦
悩
の
状
態
に
あ
る

の
だ
」
、
「
僕
の
言
説
は
朦
朧
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
、
「
苦
悩
し
動
揺
し
朦

　
　
　
ロ
ぼ
ロ

朧
と
し
て
の
は
現
在
の
僕
だ
」
、
「
城
郭
も
旗
標
も
な
い
裸
体
の
僕
等
は
銘
々

で
歩
む
の
だ
」
と
い
っ
た
言
葉
も
み
え
て
い
る
。
さ
ら
に
文
末
近
く
の
「
本

月
号
は
特
別
号
に
し
て
、
も
っ
と
味
の
あ
る
も
の
を
載
せ
る
都
合
で
あ
っ
た

が
同
人
の
都
合
上
予
定
通
り
に
行
か
な
か
っ
た
。
（
略
）
来
月
は
紙
数
が
少
な

く
と
も
、
も
っ
と
充
実
し
た
も
の
が
出
来
る
事
と
信
ず
る
」
か
ら
は
、
茂
吉

ひ
と
り
空
回
り
し
て
い
た
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
。
「
真
力
を
出
し
た
い
」

（
前
掲
、
三
月
号
）
と
い
う
意
欲
と
、
「
僕
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
前
掲
、

二
月
号
）
と
い
う
弱
気
が
こ
も
ご
も
に
去
来
し
て
い
た
か
に
思
わ
れ
る
茂
吉

の
周
辺
の
状
況
を
、
三
十
一
文
字
詩
形
否
定
論
と
伊
藤
左
千
夫
と
の
対
立
、

こ
の
二
つ
の
視
点
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
明
治
期
に
お
け
る
三
十
一
文
字
詩
形
の
否
定
と
近
代
化
と
は
密
接
に
か
か

わ
り
、
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
代
が
明
治
に
う
つ
り
、

異
質
な
文
化
と
の
接
触
が
は
じ
ま
る
と
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
無
か
っ
た
概
念

を
表
現
す
る
た
め
に
新
し
い
言
葉
や
文
体
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
求
め

ら
れ
た
。
詩
歌
の
領
域
に
お
い
て
も
同
様
で
、
用
語
と
と
も
に
形
式
の
問
題

が
論
じ
ら
れ
た
。
先
に
触
れ
た
「
短
歌
滅
亡
私
論
」
に
お
い
て
、
柴
舟
は
、

「
短
歌
の
形
式
が
、
今
日
の
吾
人
を
十
分
に
写
し
出
だ
す
力
が
あ
る
も
の
で

あ
る
か
を
疑
ふ
」
、
「
三
十
一
音
の
連
続
し
た
形
式
に
、
吾
々
は
畢
生
の
力
を

托
す
る
の
を
、
何
だ
か
、
ま
ど
ろ
つ
こ
し
い
事
の
や
う
に
思
ふ
」
（
注
8
）
と

述
べ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
見
解
は
す
で
に
、
『
新
体
詩
抄
』
（
明
治
一
五
年
）

に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
東
京
帝
国
大
学
教
授
の
外
山
正
一
、
矢
田
部
良
吉
、
井
上
哲
次
郎
ら
に
よ

っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
新
体
詩
抄
』
は
、
端
的
に
は
、
「
玉
の
緒
の
歌
（
一
名
人

生
の
歌
）
」
の
序
に
「
夫
レ
明
治
ノ
歌
ハ
、
明
治
ノ
歌
ナ
ル
ベ
シ
、
古
歌
ナ
ル

ベ
カ
ラ
ズ
、
日
本
ノ
詩
酒
日
本
ノ
詩
ナ
ル
ベ
シ
、
漢
詩
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
是

レ
新
体
ノ
詩
ノ
作
ル
所
以
ナ
リ
」
と
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
時
代
に

ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
詩
の
創
出
を
目
標
と
し
て
い
た
。
用
語
に
お
い
て
は
、

固
定
的
な
意
味
あ
い
の
強
い
伝
統
的
な
評
語
で
は
な
く
日
常
的
な
言
葉
の
使

用
が
目
指
さ
れ
、
形
式
に
お
い
て
は
、
内
容
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
も
変
え
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る
こ
と
の
で
き
る
外
国
の
詩
形
の
導
入
が
目
指
さ
れ
た
。

　
こ
の
詩
歌
改
革
の
試
み
の
う
ち
、
本
稿
と
の
関
連
で
留
意
す
べ
き
は
、
外

山
の
「
三
十
一
文
字
や
川
柳
等
の
如
き
鳴
方
に
て
能
く
鳴
り
尽
す
こ
と
の
出

来
る
思
想
ハ
、
線
香
声
息
か
流
星
位
の
思
に
過
ぎ
る
べ
し
」
と
い
う
言
説
で

あ
る
。
新
し
い
時
代
の
新
し
い
思
想
を
表
現
す
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
伝
統

的
詩
形
で
は
不
足
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
「
連
続
し
た
る
思
想
」
を

表
現
し
う
る
詩
形
が
声
高
に
求
め
ら
れ
、
こ
ζ
に
三
十
一
文
字
詩
形
は
、
き

っ
ぱ
り
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
茂
吉
が
歌
人
と
し
て
の
歩
み
を
子
規
に
よ
っ

て
は
じ
め
た
明
治
三
七
年
か
ら
葉
序
入
訳
は
、
東
京
新
詩
社
（
機
関
紙
「
明

星
」
）
の
展
開
に
よ
っ
て
歌
壇
が
活
況
を
呈
し
た
時
期
に
あ
た
る
が
、
短
歌
否

定
の
論
調
は
一
時
的
に
潜
行
し
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
絶
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
短
歌
の
形
式
を
念
々
に
意
識
」
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
茂
吉
の
問
題
は
、
『
新
体
詩
抄
』
の
影
響
を
こ
う
む
っ
た
文
芸

史
の
潮
流
の
う
ち
に
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
茂
吉
は
、
か
つ
て
「
馬
酔
木
」
所
収
の
短
歌
が
、
（
感
動
は
起
こ
ら
な
い
が
）

「
皆
優
秀
な
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い
と
、
堅
い
盲
目
的
な
尊
敬
を
は
ら
っ
て

居
た
」
と
い
う
（
注
9
）
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
東
京
帝
大
教
授
の
手
に
な
る
『
新

体
詩
抄
』
の
思
想
に
呪
縛
さ
れ
る
こ
と
も
た
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。
大
正

四
年
一
二
月
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
茂
吉
は
次
の
文
章
を
載
せ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
そ
ひ
と
も
　
じ

　
　
　
な
ん
だ
歌
よ
み
か
。
三
十
一
文
字
か
。
歌
の
こ
と
な
ど
に
か
か
づ
ら

　
　
ふ
の
は
廃
め
た
ま
へ
。
第
一
思
想
家
と
し
て
の
、
評
論
家
と
し
て
の
値

　
　
打
に
か
か
は
る
。
こ
ん
な
声
も
き
こ
え
る
世
の
中
で
あ
る
。
（
注
－
o
）

短
歌
を
詠
む
こ
と
が
思
想
家
と
し
て
の
値
打
ち
に
関
わ
る
と
い
う
風
潮
に
は
、

先
に
引
い
た
外
山
の
言
説
（
三
十
一
文
字
は
連
続
し
た
思
想
を
表
現
で
き
な

い
）
の
影
響
の
あ
と
が
見
え
、
右
の
一
文
の
存
在
は
、
茂
吉
自
身
こ
の
よ
う

な
言
説
に
無
反
応
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
結
果
的
に
は
、
『
新
体
詩
抄
』
の
出
現
に
よ
っ
て
、
先
に
ふ
れ
た
東
京
新
詩

社
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
和
歌
改
良
の
動
き
が
起
こ
る
。
茂
吉
も
柴
舟
も

実
作
者
と
し
て
伝
統
的
詩
形
で
あ
る
短
歌
の
新
し
い
あ
り
方
を
そ
れ
ぞ
れ
に

模
索
し
た
が
、
ハ
イ
ネ
の
詩
の
翻
訳
を
手
が
け
、
自
然
主
義
の
影
響
を
真
向

か
ら
う
け
た
柴
舟
に
と
っ
て
、
短
歌
は
、
小
説
や
詩
の
よ
う
に
「
言
文
一
致

（
発
想
に
即
し
た
口
語
表
現
ご
が
「
必
至
の
形
式
」
で
あ
る
べ
く
思
わ
れ
た

（
注
1
1
）
。
こ
の
と
こ
ろ
に
、
短
歌
の
未
来
を
悲
観
し
た
柴
舟
と
、
あ
く
ま
で

形
式
に
「
執
着
」
し
た
茂
吉
と
の
違
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
『
新
体
詩
抄
』

の
場
合
と
異
な
り
、
短
歌
の
実
作
者
か
ら
上
が
っ
た
滅
亡
論
に
、
茂
吉
が
衝

撃
を
受
け
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
茂
吉
は
明
治
四
五
年
三
月
の
歌

壇
の
状
況
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
三
月
歌
壇
は
甚
だ
不
振
で
あ
る
。
今
で
は
短
歌
を
主
と
す
る
雑
誌
は
、

　
　
詩
歌
、
心
の
花
、
ア
ラ
ラ
ギ
位
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
詩
歌
が
一
番

　
　
骨
を
折
っ
て
居
る
。
他
の
雑
誌
で
は
短
歌
な
ど
は
ほ
ん
の
景
物
に
添
ふ

　
　
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
で
あ
る
。
（
注
1
2
）

短
歌
の
形
式
が
否
定
的
に
論
じ
ら
れ
、
歌
壇
は
振
る
わ
な
い
、
茂
吉
を
取
り

巻
い
て
い
た
の
は
そ
う
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
に
、
茂
吉
と
、
茂
吉
の
生
年
の
刊
行
で
あ
る
『
新
体
詩
抄
』
の
接
触

に
関
す
る
資
料
と
し
て
、
茂
吉
の
随
筆
「
グ
レ
エ
の
詩
」
（
昭
和
＝
二
年
一
〇

月
）
を
示
し
て
お
く
。

　
　
　
そ
の
こ
ろ
（
中
学
校
の
頃
－
引
用
者
注
）
私
等
の
習
っ
て
み
る
読
本
の

　
　
中
に
、
ト
オ
マ
ス
・
グ
レ
エ
の
悲
歌
（
田
。
σ
Q
￥
類
葺
8
ロ
貯
夢
0
8
賃
三
等
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魯
霞
。
ξ
母
α
）
が
あ
っ
た
。
さ
う
す
る
と
先
生
は
そ
れ
を
訳
読
し
た
あ

　
　
と
で
、
英
詩
の
朗
読
法
に
従
っ
て
そ
の
詩
を
生
徒
等
に
諸
記
せ
し
め
た
。

　
　
生
徒
等
は
未
だ
少
年
で
物
覚
え
の
好
い
こ
ろ
な
の
で
、
殆
ど
皆
の
生
徒

　
　
が
あ
の
詩
を
諸
で
覚
え
る
ま
で
に
な
っ
て
居
た
。
（
注
1
3
）

こ
の
文
の
後
に
は
原
文
で
一
節
が
引
用
さ
れ
、
さ
ら
に
「
グ
レ
エ
の
悲
歌
」

が
、
明
治
一
五
年
発
行
の
『
新
体
詩
抄
』
に
、
矢
田
部
良
吉
（
尚
今
居
士
）

訳
「
グ
レ
ー
氏
墳
上
感
懐
の
詩
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。
「
中
学
校
」
の
授
業
で
「
グ
レ
エ
の
悲
歌
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
茂
吉
は

そ
れ
を
暗
逸
す
る
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
歌
壇
の
命
運
と
は
別
に
、
茂
吉
は
創
作
上
の
問

題
で
悩
ん
で
い
た
。
短
歌
初
学
の
時
期
を
へ
て
、
次
の
段
階
へ
移
行
し
つ
つ

あ
っ
た
こ
の
時
期
に
、
「
今
ま
で
の
根
岸
派
流
に
安
住
し
て
み
て
は
い
け
な
い

と
い
ふ
事
に
気
が
つ
い
て
み
た
」
（
注
1
4
｝
茂
吉
は
、
み
ず
か
ら
の
歌
人
と
し

て
の
可
能
性
に
挑
戦
し
、
短
歌
の
可
能
性
に
挑
戦
し
た
。
結
果
的
に
、
こ
の

意
欲
的
な
試
み
が
、
こ
れ
ま
で
と
違
っ
た
傾
向
の
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に

な
り
、
ひ
い
て
は
左
千
夫
と
の
間
に
壁
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
。
後
年
の
茂

吉
の
述
懐
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
新
傾
向
の
作
品
に
対
す
る
左
千
夫
の
批

判
は
厳
し
く
、
両
者
の
意
見
の
対
立
は
、
明
治
四
四
年
に
は
っ
き
り
と
表
面

化
し
、
四
五
年
に
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
柴
生
田
稔
は
、
茂
吉
と
左
千
夫
の

対
立
の
構
図
が
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
一
月
号
（
大
正
二
年
）
の
誌
上
に
お
い
て
も

見
て
と
れ
る
と
言
い
、
こ
の
時
期
の
茂
吉
の
様
相
を
「
混
乱
動
揺
振
り
」
と

い
う
言
葉
で
表
し
て
い
る
（
注
1
5
）
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
左
千
夫
と
の
関
係
の

変
化
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ア
ラ
ラ
ギ
発
行
所
が
東
京
に
拠
点
を
う
つ
し
た
明

治
四
二
年
を
さ
か
い
に
茂
吉
は
左
千
夫
の
選
歌
を
受
け
て
い
な
い
。

　
左
千
夫
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
赤
光
』
の
巻
末
に
、
茂
吉
は
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

　
　
特
に
近
ご
ろ
の
予
の
作
が
先
生
か
ら
褒
め
ら
れ
る
や
う
な
事
は
殆
ど
無

　
　
か
っ
た
ゆ
ゑ
に
、
大
正
二
年
二
月
以
降
の
作
は
雑
誌
に
発
表
せ
ず
に
此

　
　
歌
集
に
収
め
て
か
ら
是
非
先
生
の
批
評
を
あ
ふ
が
う
と
思
っ
て
居
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
七
月
三
十
目
の
、
こ
の
歌
集
編
輯
が
や
う
や
く
大
正
二
年
度

　
　
が
終
っ
た
ば
か
り
の
時
に
、
突
如
と
し
て
先
生
に
死
な
れ
て
仕
舞
つ
た
。

　
　
（
注
1
6
）

最
後
ま
で
対
立
が
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
内
な
る
「
衝

迫
」
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
茂
吉
の
性
癖
が
、
赤
彦
や
他
の
同
人
と

比
べ
た
と
き
左
千
夫
と
の
対
立
を
際
立
た
せ
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
自
分
自
身

を
追
い
詰
め
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
う
い
う
傾
向
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

茂
吉
に
と
っ
て
、
左
千
夫
と
の
短
歌
観
の
相
違
に
よ
る
対
立
や
意
見
の
懸
隔

は
、
文
学
上
の
一
思
潮
と
し
て
動
い
て
い
く
短
歌
否
定
論
よ
り
も
い
っ
そ
う

切
実
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
み
ず
か
ら
の
目
指
す
短
歌
を
、
師
左
千
夫
に

認
め
さ
せ
る
た
め
に
は
実
作
を
示
す
よ
り
他
な
か
っ
た
。
作
歌
へ
の
没
頭
が

さ
ら
に
独
自
の
道
を
お
し
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
そ
れ
が
、

短
歌
形
式
に
対
す
る
茂
吉
自
身
の
意
識
の
明
確
化
に
役
立
っ
た
、
と
も
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。
冒
頭
の
引
用
文
の
口
吻
か
ら
は
、
短
歌
の
形
式
に
「
執

着
」
し
尽
そ
う
と
の
決
意
が
感
じ
ら
れ
る
。

二
、
茂
吉
の
歌
こ
と
ば
観

柴
舟
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
文
学
の
近
代
化
は
「
言
文
一
致
」
の
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運
動
と
軌
を
一
に
し
、
そ
の
際
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
は
翻
訳
で
あ
っ

た
。
茂
吉
は
、
専
門
の
医
学
書
や
文
献
ば
か
り
で
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ゲ
ー

テ
な
ど
の
作
品
も
原
書
で
読
ん
で
い
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の

先
行
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
著
作
§
蒔
恥
ミ
q
鷺
を
「
暁
紅
」
と
訳

し
歌
集
名
に
採
用
す
る
な
ど
特
別
な
親
綱
を
見
せ
て
い
る
。
冒
頭
引
用
文
と

同
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
穰
ぎ
ニ
ー
チ
ェ
　
　
」
（
注
1
7
）
は
、

ニ
ー
チ
ェ
の
幼
年
時
代
を
描
い
た
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
・
フ
ェ
ル
ス
テ
ル
旨
旨
ニ
ー

チ
ェ
の
著
作
の
抄
訳
で
あ
り
、
本
文
中
の
「
予
の
抄
訳
は
全
体
の
訳
で
は
な

い
。
異
国
語
を
直
訳
す
る
の
は
骨
の
折
れ
る
事
」
と
の
言
葉
は
、
茂
吉
が
訳

業
の
困
難
を
身
を
も
っ
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
の
表
わ
れ
と
言
え
よ
う
。

　
当
時
の
作
家
や
詩
人
（
同
時
に
翻
訳
家
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
例
え

ば
、
茂
吉
が
参
会
し
た
観
潮
楼
歌
会
主
宰
の
森
鴎
外
、
同
じ
く
参
会
者
で
あ

っ
た
上
田
敏
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
）
が
新
し
い
言
葉
を
求
め
た
よ
う
に
、
茂

吉
も
言
葉
の
案
出
に
腐
心
し
た
。
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
西
欧
に
源
泉
を
求
め

る
と
同
時
に
、
日
本
の
古
代
に
も
意
志
的
に
む
か
う
と
い
う
視
野
の
広
い
も

の
で
あ
っ
た
。
西
欧
を
知
り
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ゲ
ー
テ
な
ど
に
よ
っ
て
西
欧
の

古
代
芸
術
に
触
れ
た
こ
と
も
、
茂
吉
が
本
来
備
え
て
い
た
古
代
的
な
も
の
へ

の
志
向
を
深
め
た
と
言
え
よ
う
。
左
千
夫
か
ら
は
言
葉
に
興
味
を
持
ち
す
ぎ

る
と
言
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
、
新
し
い
言
葉
が
求
め
ら
れ
た
明
治
と
い
う
時

代
の
要
請
に
こ
た
え
て
い
た
こ
と
の
証
し
で
あ
り
、
茂
吉
の
内
な
る
欲
求
の

結
果
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
左
千
夫
の
忠
告
に
こ
そ
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
茂
吉
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ

て
よ
い
。

　
　
西
（
周
－
引
用
者
注
）
氏
の
心
理
学
は
我
国
で
は
最
初
の
も
の
で
、
現
今

　
　
盛
に
用
ゐ
ら
れ
て
る
る
言
葉
、
例
へ
ば
、
主
観
、
客
観
、
抽
象
、
具
体
、

　
　
演
繹
、
帰
納
、
観
念
、
実
在
な
ど
の
語
は
氏
が
苦
心
の
訳
語
で
あ
る
。

　
　
（
注
1
8
）

近
代
化
に
お
け
る
知
識
人
の
訳
業
に
敬
意
を
払
う
と
と
も
に
、
言
葉
へ
の
関

心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
原
書
に
か
ぎ
ら
ず
西
欧
文
化
と
の
接
触
は
、
自

国
の
伝
統
を
相
対
化
す
る
方
向
に
働
き
、
茂
吉
に
お
け
る
言
葉
の
問
題
に
着

実
に
答
え
を
与
え
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
短
歌
の
言
葉
が
現
代
語
で
あ
る
べ
き
か
、
古
語
で
あ
る
べ
き
か
、
こ

　
　
の
問
題
も
ど
う
で
も
い
い
。
（
略
）
ぼ
く
の
『
け
る
か
も
』
は
柿
本
人
暦

　
　
の
『
け
る
か
も
』
で
は
無
い
。
要
す
る
に
生
命
の
問
題
で
あ
る
。
（
注
1
9
）

と
い
い
、
ま
た
、

　
　
　
短
歌
の
詞
語
に
、
古
語
と
か
死
語
と
か
近
代
語
と
か
を
云
々
す
る
の

　
　
は
無
用
で
あ
る
。
（
略
〉
汝
の
内
的
流
転
に
最
も
親
し
き
直
接
な
る
国
語

　
　
を
も
っ
て
表
現
せ
よ
。
必
ず
し
も
日
本
語
の
み
と
は
謂
は
な
い
。
（
注
2
0
）

と
い
う
。
言
葉
の
問
題
は
「
生
命
」
に
あ
っ
た
。
「
内
的
流
転
」
と
は
、
息
吹

と
も
血
流
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
言
葉
が
表
現
者
の
生
命
に
満
ち
て
い
れ
ば
、

ど
の
国
の
、
い
つ
の
時
代
の
言
葉
で
も
、
短
歌
の
言
葉
と
な
り
得
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
茂
吉
が
手
に
し
た
答
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ニ
ー

チ
ェ
の
詩
語
に
茂
吉
み
ず
か
ら
が
あ
て
た
訳
語
「
紅
血
流
通
」
、
す
な
わ
ち
形

式
に
血
を
通
わ
せ
る
と
い
う
創
作
上
の
運
動
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て

い
た
。
短
歌
の
言
葉
は
「
生
命
の
問
題
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
と
す
る

こ
の
見
解
は
、
は
か
ら
ず
も
『
新
体
詩
抄
』
の
用
語
論
に
た
い
す
る
回
答
と

な
っ
て
い
る
。
無
論
こ
の
よ
う
な
茂
吉
の
考
え
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
と

い
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
を
茂
吉
は
繰
り
返
し
説
き
つ
づ
け
な
け
れ
ば
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な
ら
な
か
っ
た
。

　
ふ
た
た
び
冒
頭
の
引
用
文
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
言
葉

は
、
外
に
向
か
っ
て
の
宣
言
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
自
分
自
身
に
言
い

聞
か
せ
る
趣
が
あ
る
。
引
用
最
後
の
一
文
の
「
多
力
者
た
ら
し
め
て
呉
れ
る

な
ら
」
と
の
口
調
に
、
「
多
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を
切
望
す
る
思
い
が
見
て
と

れ
よ
う
。
後
年
の
著
作
『
柿
本
人
麿
』
に
お
い
て
、
「
多
力
者
」
の
体
現
者
と

し
て
人
魂
を
称
揚
す
る
茂
吉
は
、
み
ず
か
ら
が
「
多
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を

欲
し
て
い
た
。
第
二
歌
集
『
あ
ら
た
ま
』
（
大
正
一
〇
年
↓
月
刊
行
）
の
巻
末

に
、
「
大
正
二
年
か
ら
掛
け
て
大
正
三
年
四
年
は
、
僕
の
歌
が
一
転
化
を
来
さ

う
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
事
を
や
っ
て
居
る
」
と
記
し
た
と
き
、
左
千
夫
と

の
対
立
の
一
要
因
と
も
な
っ
た
新
歌
境
の
開
拓
に
、
「
多
力
者
」
と
し
て
意
力

を
尽
し
た
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
次
に
、
茂
吉
自
身
が
「
新
造
語
」
の
試
み
で
あ
っ
た
と
明
か
し
て
い
る
語

句
を
ふ
く
む
一
首
を
と
り
あ
げ
、
ど
の
よ
う
に
古
語
に
生
命
を
吹
き
込
み
、

形
式
に
「
紅
血
」
を
通
わ
せ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
、
『
我
が
母
よ
」
の
歌
に
お
け
る
試
み

　
　
i
　
茂
吉
の
自
己
評
価

　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
ち
　
た

　
　
我
が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我
を
生
ま
し
通
掛
ら
ひ
し
母
よ

（
注
2
1
）

　
右
の
歌
は
、
大
正
二
年
九
月
号
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
死
に

た
ま
ふ
母
」
（
注
2
2
）
五
六
首
（
注
2
3
）
中
の
一
首
で
あ
る
。
「
自
注
」
（
灯
心
）
に

よ
る
と
、
枕
詞
か
ら
「
新
造
語
」
を
得
て
い
る
。
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、

「
死
に
た
ま
ふ
母
」
の
発
表
か
ら
五
か
月
後
の
、
大
正
三
年
二
月
号
「
ア
ラ

ラ
ギ
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
万
葉
短
歌
紗
」
の
次
の
文
章
が
注
意
を
ひ
く
。

　
　
　
『
い
は
ば
し
る
』
は
枕
詞
で
あ
る
。
枕
詞
も
日
本
語
で
あ
る
か
ら
日

　
　
本
人
は
自
由
に
使
ひ
得
る
。
単
に
死
語
と
か
骨
董
語
と
か
に
見
倣
さ
な

　
　
い
で
自
分
の
生
命
を
吹
き
込
む
事
が
出
来
る
。
そ
れ
は
作
者
の
意
力
次

　
　
第
で
ど
う
に
で
も
な
る
。
（
注
2
5
）

枕
詞
に
「
生
命
を
吹
き
込
む
」
こ
と
は
、
「
作
者
の
意
力
次
第
で
ど
う
に
で
も
な

る
」
と
い
う
。
余
裕
あ
る
筆
致
の
背
景
に
は
、
『
赤
光
』
（
大
正
二
年
一
〇
月

刊
行
）
の
成
功
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
枕
詞
の
組
み
換
え
（
「
乳
足
ら
ひ

し
」
の
創
案
）
に
意
力
を
尽
し
た
こ
と
へ
の
自
負
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
れ
に
対
す
る
作
者
の
自
己
評
価
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
結
句
の
『
乳
足
ら
ひ
し
母
よ
』
　
は
、
『
足
乳
根
の
』
と
い
ふ
枕
詞
か
ら

　
　
暗
指
を
受
け
た
新
造
語
で
あ
る
が
、
ど
う
に
か
落
著
い
た
や
う
に
お
も

　
　
ふ
。
（
注
2
6
）

「
ど
う
に
か
落
著
い
た
や
う
に
お
も
ふ
」
と
の
言
葉
に
、
新
造
語
「
二
足
ら

ひ
し
」
の
試
み
が
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
へ
の
感
慨
が
こ
も
る
が
、
同
時
に
、

生
命
を
吹
き
込
む
努
力
が
い
つ
も
成
功
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の

言
葉
は
暗
示
し
て
い
る
。

　
　
五
　
り
足
乳
根
の
」
の
選
択
に
つ
い
て

　
「
乳
足
ら
ひ
し
」
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
見
て
み
よ
う
。
先
に
引
い

た
「
自
注
」
に
、
「
乳
足
ら
ひ
し
」
が
「
足
乳
根
の
」
か
ら
暗
示
を
う
け
た
と

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
「
死
に
た
ま
ふ
母
」
で
は
、
こ
の
歌
に
つ
づ
い
て
、
「
の

　
　
　
つ
ば
く
ら
め
　
　
　
　
　
　
は
　
り
　
　
　
　
　
　
た
ら
ち

ど
赤
き
玄
鳥
ふ
た
つ
屋
梁
に
み
て
足
乳
ね
の
母
は
死
に
た
ま
ふ
な
り
（
初
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た
ら
ち
　
ね

版
）
」
（
改
選
版
は
、
第
四
句
「
足
乳
根
」
）
が
排
列
さ
れ
、
こ
の
一
首
か
ら
も

「
足
乳
根
の
」
に
拠
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
茂
吉
が
敢
え
て
こ
と
わ
っ

た
の
は
、
『
万
葉
集
』
中
の
「
た
ら
ち
ね
」
に
当
て
ら
れ
た
用
字
の
う
ち
、
こ

の
用
例
が
少
数
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
た
ら
ち
ね
（
の
こ
は
、
『
万
葉
集
』
中
に
二
四
例
み
え
、
そ
の
う
ち
「
足

乳
根
」
の
用
例
は
わ
ず
か
に
三
例
で
あ
る
（
注
2
7
）
。
残
り
二
一
例
の
内
訳
は
、

多
い
方
か
ら
、
足
千
根
（
七
例
）
・
多
良
知
祢
（
七
例
）
・
垂
乳
根
（
五
例
）
．

帯
乳
根
（
二
例
）
で
あ
る
。

　
当
時
、
出
版
さ
れ
茂
吉
が
活
用
し
て
い
た
『
言
海
』
（
大
槻
文
彦
、
明
治
二

ニ
ー
二
四
年
）
は
、
「
垂
乳
根
」
を
見
出
し
語
と
し
て
い
る
。
幾
つ
か
の
辞
書

を
参
照
す
る
と
、
『
日
本
国
語
弊
辞
典
』
（
注
2
8
）
、
『
大
辞
林
』
（
注
2
9
）
、
『
辞
海
』

（
注
3
0
）
は
、
「
垂
乳
根
」
で
あ
り
、
『
古
語
大
辞
典
』
（
注
3
1
）
、
『
古
語
辞
典
』
，
（
注

3
2
）
も
同
様
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
『
広
辞
苑
』
（
注
3
3
）
で
、
「
足
乳
根
．
垂
乳

根
」
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
枕
詞
の
由
来
に
関
す
る
説
を
収
め
た
『
枕

詞
の
研
究
と
繹
義
』
は
、
「
た
ら
ち
は
垂
乳
の
意
、
ね
は
尊
称
」
と
す
る
（
注

3
4
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
『
言
海
』
■
の
刊
行
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
ら
垂
乳
根
」
が
定
説
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
定
説
を
採
ら
な
か

っ
た
、
そ
の
と
こ
ろ
に
茂
吉
の
創
作
上
の
精
神
の
働
き
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
用
語
の
選
択
に
か
か
わ
る
創
作
上
の
精
神
の
運
動
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
参
考
と
し
て
、
茂
吉
と
古
代
と
の
架
橋
と
も
い
う
べ
き
賀

茂
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
と
、
『
言
海
』
の
解
釈
を
示
し
て
お
く
。
『
冠
辞
考
』

に
は
、

　
　
　
　
　
ヤ
シ
ナ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ト
ヘ
ナ
ス

　
　
赤
子
を
育
つ
』
日
月
を
足
し
め
成
人
ハ
母
の
わ
ざ
也
。
よ
り
て
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ブ
　
　
　
シ
　
　
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
バ

　
　
タ
ラ
シ
ヂ

　
　
足
根
の
母
て
ふ
を
。
目
を
暑
き
。
志
と
知
と
通
召
せ
。
根
て
ふ
ほ
め
語

　
　
を
添
て
。
た
ら
ち
ね
の
母
と
ハ
い
ふ
也
。
（
注
3
5
）

　
　
　
　
タ
ラ
シ
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
チ

と
あ
り
、
「
足
根
」
と
み
え
る
。
「
乳
」
に
つ
い
て
は
、
「
志
と
知
と
通
ハ
せ
」

と
字
音
の
こ
と
に
触
れ
る
の
み
で
、
そ
の
用
宇
に
つ
い
て
は
特
に
記
さ
な
い

　
　
　
　
　
ヤ
シ
ナ
ヒ

が
、
「
赤
子
を
育
つ
』
」
の
語
句
に
授
乳
の
行
為
を
想
起
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
加
え
て
、
「
垂
乳
根
」
の
「
垂
」
に
つ
い
て
は
、
「
借
字
』
と
記
し

て
い
る
。
『
言
海
』
に
つ
い
て
は
、
先
に
、
見
出
し
語
が
「
垂
乳
根
」
で
あ
る

こ
と
を
見
た
が
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
そ
の
解
釈
に
、
「
垂
」
の
用
字
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ク
ヲ
シ

そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
「
乳
モ
テ
足
ラ
シ
育
ツ
ル
意
ト
云
、
気
圏
、
日
足
ノ

略
伝
ナ
リ
ト
、
ね
ハ
美
称
ナ
リ
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
注
3
6
）
。

　
茂
吉
は
、
実
感
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
作
歌
に
お
け
る
重
要
な
動
機
と
考

え
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
足
乳
根
」
の
用
字
は
、
茂
吉
が
抱
く
母
な
る

も
の
の
表
現
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
感
の
根
拠
と

な
り
保
証
を
与
え
て
い
た
の
が
、
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
や
『
言
行
』
の
示

す
解
釈
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
…
血
　
「
足
乳
根
の
」
か
ら
「
野
戦
ら
ひ
し
」
へ

　
次
に
、
「
足
乳
根
の
」
に
生
命
を
吹
き
込
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

か
、
「
乳
足
ら
ひ
し
」
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ

で
は
、
「
乳
－
足
ら
ひ
し
」
に
分
け
、
「
足
ら
ひ
し
」
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
す

る
。　

「
足
ら
ひ
し
」
の
成
分
で
あ
る
「
足
ら
ふ
」
は
、
多
く
の
語
釈
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
「
足
る
」
に
上
代
の
助
動
詞
「
ふ
」
（
継
続
・
反
復
）
が
付
加
さ
れ

た
形
で
あ
る
。
「
足
る
」
と
「
足
ら
ふ
」
で
は
、
一
見
し
て
意
味
．
音
韻
の
両
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面
に
お
い
て
言
葉
の
も
つ
ふ
く
ら
み
に
差
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

実
際
的
な
行
為
、
つ
ま
り
日
々
繰
り
返
さ
れ
る
母
親
の
授
乳
、
あ
る
い
は
人

類
誕
生
以
来
、
母
親
た
ち
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
授
乳
と

い
う
行
為
を
考
慮
す
れ
ば
、
よ
り
「
足
ら
ふ
」
の
ほ
う
が
作
者
の
意
図
に
適
っ

て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
「
足
ら
ひ
し
」
は
、
「
足
ら
ふ
」
の
活
用
形
に
過
去
・

回
想
の
助
動
詞
「
き
」
が
付
き
、
そ
れ
が
活
用
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
「
し
」
が
文
法
上
、
過
去
・
回
想
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
ち

　
「
乳
」
に
つ
い
て
は
、
元
の
音
韻
が
保
存
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち

と
言
え
る
。
「
乳
」
は
「
霊
」
に
通
う
。
「
霊
」
は
、
厳
つ
霊
（
い
か
つ
ち
U

雷
）
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
別
な
霊
力
を
も
つ
も
の
と
し

て
、
畏
怖
さ
れ
、
神
聖
視
さ
れ
て
き
た
。
『
古
事
記
』
の
大
穴
七
二
神
の
復
活

の
際
に
も
、
「
乳
」
は
そ
の
霊
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
当
該
の
一
節
を
引
用
す

る
。

　
　
　
　
　
ち
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
る
は
　
　
　
　
を
と
こ
　
　
　
な
　
　
　
　
　
　
い
　
　
あ
そ
　
　
あ
る

　
　
母
の
乳
汁
を
塗
り
し
か
ば
、
麗
し
き
壮
夫
と
成
り
て
、
出
で
遊
び
行
き

　
　
き
。
（
注
3
7
）

焼
け
死
ん
だ
大
穴
牟
遅
神
に
、
母
親
の
乳
を
塗
る
と
、
立
派
な
青
年
に
－
な
っ

て
出
歩
い
た
と
の
記
事
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
乳
足
ら
ひ
し
」
の
語
句
は
、
『
足
乳
根
の
」

が
形
成
さ
れ
来
っ
た
方
向
と
は
逆
の
過
程
を
た
ど
り
、
原
義
の
よ
み
が
え
り

を
図
る
か
た
ち
で
「
乳
足
ら
ひ
し
」
に
組
み
換
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
言
葉
に
生
命
を
吹
き
込
む
と
は
、
原
義
を
よ
み

が
え
ら
せ
、
そ
れ
を
認
識
し
や
す
い
語
形
に
変
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
根
源
的
で
あ
り
な
が
ら
、
新
し
い
言
葉
で
あ
る
「
乳
足
ら
ひ
し
」
を
短
歌

の
形
式
に
迎
え
「
紅
血
」
を
通
わ
せ
る
た
め
に
、
作
者
は
細
か
な
工
夫
を
施

し
て
い
る
。

　
　
・
W
　
「
乳
足
ら
ひ
し
」
を
迎
え
る
構
造
の
構
築

　
「
乳
足
ら
ひ
し
」
が
一
首
全
体
を
生
か
し
、
ま
た
生
か
さ
れ
る
た
め
に
、

作
者
は
ど
の
よ
う
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
か
、
次
に
そ
の
検
証
を
試
み
る
。

　
「
我
が
母
よ
」
の
歌
は
、
一
見
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
句
・
三
句
・

結
句
の
末
に
「
よ
」
と
い
う
詠
嘆
の
助
詞
を
も
つ
。
作
者
は
、
「
『
よ
』
と
い

ふ
味
歎
の
助
詞
を
三
つ
も
使
っ
て
み
る
の
で
軽
く
、
に
つ
て
行
っ
た
か
と
思
っ

た
が
、
必
ず
し
も
さ
う
で
な
か
っ
た
の
は
、
感
情
が
切
実
な
た
め
で
あ
っ
た

だ
ら
う
」
（
「
自
注
」
）
と
述
べ
て
い
る
（
注
3
8
）
。
「
よ
」
が
受
け
て
い
る
語
は
、

す
べ
て
「
母
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
首
は
「
母
」
へ
の
「
切
実
な
」
「
感

情
」
に
貫
か
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
句
切
れ
の
観
点
に
立
て
ば
、
初
句
切
れ
・

三
句
切
れ
の
二
つ
の
句
切
れ
を
も
つ
歌
で
あ
る
が
、
初
句
と
三
句
の
語
句
が

同
じ
で
あ
る
た
め
に
、
句
切
れ
と
し
て
よ
り
反
復
語
法
と
し
て
の
印
象
が
強

く
な
り
、
そ
の
こ
と
が
、
「
次
の
言
葉
を
引
き
寄
せ
る
求
心
力
と
し
て
作
用
し

て
い
る
。

　
初
句
二
二
句
の
同
語
句
「
我
が
母
よ
」
に
加
え
て
、
下
句
に
も
「
我
」
と

「
母
」
溺
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
　
一
首
は
か
な
り
「
単
純

化
」
（
注
3
9
）
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
意
味
内
容
と
音
韻
の
二

点
に
か
か
わ
る
「
単
純
化
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
意
味
内
容
の
上
で
は
「
我
」

と
「
母
」
が
、
音
韻
の
面
で
は
ア
音
と
主
音
が
、
そ
の
役
割
を
担
い
、
一
首

を
特
殊
な
統
一
感
の
う
ち
に
成
立
さ
せ
て
い
る
。
「
特
殊
な
」
と
言
っ
た
の
は
、

甘
く
な
り
が
ち
な
音
韻
の
連
な
り
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
な
る
こ
と
を
免
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
「
死
に
た
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ま
ひ
ゆ
く
」
と
他
生
ま
し
乳
足
ひ
し
」
が
、
一
首
の
う
ち
に
巧
み
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。

　
　
我
が
母
よ
（
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
V
我
が
母
よ
我
を
（
生
ま
し
乳
足
ら
ひ

　
　
し
）
母
よ
，

括
弧
を
用
い
て
示
し
た
の
は
、
短
歌
の
定
型
上
の
構
造
と
は
、
別
の
構
造
－

一
壷
構
造
（
便
宜
上
、
こ
う
呼
ん
で
お
く
）
ハ
注
4
0
）
が
作
者
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
視
覚
的
に
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
短
歌
を
三
行
や
四
行
に
分
ち
書
き
に
す
る
の
を
、
茂
吉
が
承
服
し
な
か
っ

た
こ
と
は
、
釈
航
空
の
試
み
に
対
し
て
「
短
歌
を
三
行
に
書
く
の
と
似
て
み

て
少
し
面
白
く
な
い
」
（
注
4
1
）
と
言
っ
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
我

が
母
よ
」
の
歌
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
「
母
よ
」
の
詠
嘆
を
見
極
め
る
た
め

に
三
行
に
分
か
つ
と
右
に
示
し
た
構
造
は
見
え
て
こ
な
い
。

　
新
し
い
語
句
「
（
生
ま
し
）
乳
足
ら
ひ
し
し
を
迎
え
た
枠
構
造
を
分
析
す
る

と
、
意
味
内
容
の
上
で
は
「
我
ト
と
「
母
」
が
、
音
韻
の
面
で
は
ア
音
と
オ

音
が
そ
の
構
成
成
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
先
に
述
べ
た
「
単
純
化
」
は
、

枠
構
造
と
い
う
形
で
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
加
え
て
、
「
我
」

と
「
母
」
と
が
す
べ
て
漢
字
で
表
記
さ
れ
た
こ
と
に
、
作
者
の
積
極
的
な
創

意
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
仮
名
と
比
較
し
て
強
固
な
印
象
を
与
え
る
字

形
に
よ
っ
て
、
枠
構
造
の
安
定
性
を
視
覚
的
に
植
え
つ
け
よ
う
と
の
意
図
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
す
る
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
に
つ
い
て
も
同

様
の
こ
と
が
言
え
る
。

　
先
に
、
ア
音
と
オ
音
の
連
な
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
巧
み
に
配
置
さ
れ
た

「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
と
「
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
」
の
た
め
に
、
一
首
は
甘

く
な
る
こ
と
を
免
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
枠

構
造
の
構
成
成
分
に
は
な
い
比
較
的
鋭
く
ひ
び
く
、
イ
音
の
使
用
が
あ
げ
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
強
調
す
べ
き
は
や
は
り
、
三
音
に
区
切
っ
て
読
む
べ
き
か

戸
惑
わ
せ
る
「
生
ま
し
墨
継
ら
ひ
し
」
を
ふ
く
む
下
句
の
特
殊
な
節
奏
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
一
首
の
情
調
を
厳
し
い
も
の
に
し
て
い
る
。
「
短
歌

に
於
け
る
言
語
の
調
は
、
吾
等
の
内
的
節
奏
さ
な
演
ら
で
あ
る
と
き
は
じ
め

て
意
義
を
も
つ
」
（
注
4
2
）
と
の
文
意
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
作
者

茂
吉
の
感
情
の
調
べ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
「
新
造
語
」
で
あ
る
「
乳
足
ら
ひ
し
」
を
三
十
一
文
字
の
形
式
に
移
植
し
、

「
紅
血
」
を
通
わ
せ
る
た
め
に
、
ゆ
る
が
ぬ
形
を
必
要
と
し
た
作
者
の
苦
心

は
、
新
た
に
用
意
し
た
枠
構
造
の
切
れ
目
を
、
既
成
の
定
型
の
切
れ
目
と
は

重
な
り
合
わ
な
い
と
こ
ろ
に
設
定
し
た
こ
と
と
、
そ
の
枠
構
造
の
構
成
成
分

を
「
単
純
化
」
し
た
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
。

　
　
v
　
『
生
ま
し
」

　
「
乳
足
ら
ひ
し
」
の
直
前
に
位
置
し
、
下
句
の
特
殊
な
節
奏
を
担
っ
て
い

る
「
生
ま
し
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
一
般
的
に
は
、
「
生
ま
し
」
は
「
生
ま

一
し
」
で
あ
り
、
「
生
む
」
の
未
然
形
に
上
代
の
尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
が
付

き
、
連
用
形
と
し
て
働
い
た
用
法
と
解
説
さ
れ
る
。
こ
れ
に
異
論
が
あ
る
の

で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
何
故
こ
こ
に
尊
敬
語
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
。

　
「
生
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
」
の
飾
を
見
た
と
き
、
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
「
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
作
者
は
意
識
的
に
「
生
ま
し
」
、
「
乳
足
ら
ひ
し
」
と

音
韻
を
揃
え
て
い
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
二
足
ら
ひ
し
」
の
凶
し
」

は
過
玄
・
回
想
の
助
動
詞
で
あ
り
、
「
生
ま
し
」
の
「
し
」
と
は
意
味
上
の
働
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き
を
異
に
す
る
。
試
み
に
、
「
生
む
」
を
過
去
・
回
想
の
助
動
詞
で
活
用
す
る

　
　
　
へ
　
　
　
も

と
「
生
み
し
」
と
な
り
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
音
韻
に
お
い
て
「
し
」
の
効
果

が
得
ら
れ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
に
、
「
し
」
の
反
復

と
は
ま
た
別
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
求
め
ら
れ
た
の
は
、

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
う
み
し
」
で
は
な
く
、
「
う
ま
し
」
一
と
い
う
音
で
あ
っ
た
。

　
「
う
ま
し
」
と
い
う
響
き
は
、
「
美
し
」
を
想
起
さ
せ
る
。
『
万
葉
集
』
に

造
詣
の
深
か
っ
た
作
者
に
は
、
た
と
え
ば
、
『
万
葉
集
』
巻
一
、
二
番
歌
の
静

明
天
皇
作
と
し
て
伝
わ
る
国
見
（
土
地
讃
美
）
の
歌
に
「
う
ま
し
国
そ
あ
き

つ
し
ま
大
和
の
国
は
」
（
注
4
3
）
と
あ
る
こ
と
な
ど
が
思
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
う
ま
し
国
」
と
「
う
ま
し
母
」
。
「
立
派
だ
、
素
晴
し
い
』

な
ど
の
意
味
を
も
つ
「
美
し
」
と
同
音
で
あ
る
こ
と
を
、
意
識
的
で
あ
れ
無

意
識
で
あ
れ
、
作
者
は
切
実
に
求
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
こ
こ

に
は
「
美
し
（
逃
足
ら
ひ
し
）
母
よ
」
と
の
詠
嘆
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
直
後
の
「
乳
」
の
形
容
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
　
．
W
　
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」

　
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
に
つ
い
て
作
者
は
、
「
『
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
わ
が
母

よ
』
と
い
ふ
ご
と
き
表
現
は
、
な
か
な
か
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
」
（
「
自
注
」
）

と
述
懐
し
て
い
る
。
「
な
か
な
か
出
来
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
の
発
言
で

あ
る
か
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
次
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
一
つ
に
は
、
多
く
の
評
釈
が
、
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
は
、
「
死
に
ゆ
き
た

ま
ふ
」
の
意
、
と
す
る
よ
う
に
、
語
法
的
に
は
、
「
死
に
ゆ
き
た
ま
ふ
」
が
正

し
い
と
こ
ろ
を
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
と
は
、
「
な
か
な
か
出
来
な
い
」
と
の

含
意
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
先
行
す
る
問
題
が
、
次
に
引
く

柴
生
田
の
一
文
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
死
ぬ
」
と
い
う
普
通
は
避
け
る
よ
う
な
露
骨
な
言
い
方
に
、
直
ち
に

　
　
「
た
ま
ふ
」
と
い
う
丁
寧
な
尊
敬
語
が
結
び
つ
い
た
「
死
に
た
ま
ふ
」

　
　
と
い
う
表
現
（
後
略
）
（
注
4
4
）

柴
生
田
の
言
に
は
二
つ
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
「
死
ぬ
」
と

い
う
語
を
、
娩
曲
表
現
（
逝
く
・
亡
く
な
る
、
な
ど
〉
を
用
い
ず
に
直
接
示

す
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
「
死
ぬ
」
と
い
う
語
の
使
用
を

容
認
し
た
と
し
て
、
「
死
ぬ
」
と
「
た
ま
ふ
」
を
連
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
る
違
和
感
で
あ
る
。

　
柴
生
田
の
説
く
よ
う
に
「
死
ぬ
」
と
い
う
言
い
方
は
、
一
般
的
に
は
注
意

深
く
避
け
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
今
、
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
。
た
だ
、
短

歌
の
表
現
に
「
死
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
見
る
に

と
ど
め
た
い
。
茂
吉
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
『
万
葉
集
』
の
例
で
い

え
ば
、
肉
体
の
死
、
つ
ま
り
挽
歌
に
「
死
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　
『
万
葉
集
』
中
の
「
死
」
の
用
例
は
、
短
歌
・
旋
頭
歌
・
長
歌
あ
わ
せ
て
七

〇
首
を
越
え
、
こ
の
う
ち
相
聞
歌
（
あ
る
い
は
恋
情
を
表
現
し
た
歌
）
に
お

け
る
用
例
が
最
も
多
く
、
五
〇
余
例
を
数
え
る
。
二
例
ほ
ど
挽
歌
（
長
歌
）

に
「
死
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
二
例
と
も
死
者
に
対
し
て
の
用
例
で
は

な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぬ
か

　
第
一
の
例
は
、
「
生
け
る
者
死
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
　
免
れ
ぬ
も
の
に
し

あ
れ
ば
」
、
と
一
般
論
と
し
て
「
死
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
死
者

　
　
　
　
　
　
か
く

に
対
し
て
は
「
隠
り
ま
し
ぬ
れ
」
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
（
二
三
・
四
六

〇
）
。
第
二
の
例
は
、
防
人
の
妻
が
夫
の
死
を
悲
嘆
し
た
歌
で
、
こ
の
場
合
は

「
行
き
も
死
な
む
と
思
へ
ど
も
」
、
と
自
分
（
妻
）
も
死
の
う
と
思
う
け
れ
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ど
も
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
死
者
（
夫
V
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
（
巻

＝
二
・
三
三
四
四
）
。

　
一
方
、
相
聞
歌
に
は
、
「
恋
ひ
死
な
む
」
（
巻
四
・
五
六
〇
）
、
「
恋
に
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

人
は
死
に
す
る
」
（
巻
四
・
五
九
人
）
、
「
恋
に
あ
へ
ず
て
死
ぬ
べ
き
思
へ
ば
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

（
巻
四
・
七
三
八
）
、
「
恋
ひ
て
死
ね
と
か
」
（
巻
四
・
七
四
九
）
、
「
我
が
恋
ひ

死
な
ば
」
（
巻
｝
四
・
三
五
六
六
）
の
よ
う
に
、
「
死
」
と
い
う
語
が
頻
用
さ

れ
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
死
者
に
対
し
て
「
死
」
の
語
（
文
字
、
響
き
）

を
明
示
せ
ず
、
そ
の
表
現
は
二
曲
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
茂
吉

の
脳
裡
に
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
死
の
表
現
が
浮
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

「
我
が
母
よ
」
の
歌
に
お
い
て
、
「
死
」
と
い
う
語
を
率
直
に
示
し
、
か
つ
尊

敬
の
表
現
を
ほ
ど
こ
し
た
。
こ
こ
に
、
作
者
茂
吉
の
試
み
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
音
数
の
上
で
は
定
型
に
お
さ
ま
る
「
死
に
た

ま
ひ
ゆ
く
」
が
、
日
常
語
と
し
て
も
歌
語
と
し
て
も
決
し
て
通
用
さ
れ
て
い

る
語
句
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
先
に
論
じ
た
「
乳
足
ら
ひ
し
」
ほ
ど

明
瞭
で
は
な
い
が
、
第
二
句
に
相
当
す
る
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
も
ま
た
、

言
葉
の
組
み
換
え
の
結
果
で
あ
っ
た
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
単
に
単
語
の
接
続
の
組
み
換
え
に
と
ど
ま
ら
ず
、
用
い
ら
れ
る
場

の
問
題
、
ど
こ
で
「
死
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
対
象
が
何
で
あ
っ
た
か
を
も

含
め
て
、
活
用
領
域
の
組
み
換
え
（
拡
大
）
の
試
み
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ

る
（
注
4
5
）
。

　
語
法
的
に
か
な
り
の
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
が
、

一
首
の
節
奏
を
つ
き
破
る
こ
と
な
く
門
紅
血
」
の
流
れ
を
得
て
い
る
の
は
、

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
既
知
の
語
句
の
使
用
と
統
一
感
の
あ
る
音
韻
の
集
合

で
あ
る
枠
構
造
に
迎
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
な
お
、
「
死
」

と
い
う
語
が
元
来
は
隠
蔽
さ
れ
る
べ
き
場
で
率
直
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
と

「
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
」
と
い
う
接
続
の
あ
り
方
の
た
め
に
、
一
首
全
体
を
不

安
定
な
情
感
が
覆
っ
て
い
る
。

結
び

　
「
多
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
た
茂
吉
の
「
紅
血
流
通
」
の
試
み
を
、

言
葉
に
即
し
て
み
て
き
た
。
短
歌
の
形
式
に
「
紅
血
縣
を
通
わ
せ
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
「
我
が
母
よ
」
の
歌
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
死
に

た
ま
ひ
ゆ
く
」
と
「
晦
ま
し
乳
足
ら
ひ
し
」
の
語
句
の
創
案
、
そ
し
て
こ
れ

ら
の
語
句
を
迎
え
る
た
め
の
新
た
な
構
造
（
枠
構
造
）
を
、
既
存
の
短
歌
形

式
の
う
ち
に
構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
枠
構
造
の
特
徴
は
、
意
味
内
容
・

音
韻
・
表
記
の
上
で
の
「
単
純
化
」
と
し
て
表
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
「
単
純

化
」
の
う
ち
、
表
記
の
「
単
純
化
」
に
つ
い
て
こ
こ
で
補
足
し
て
お
き
た
い
。

　
騨
首
の
う
ち
に
同
じ
漢
字
で
表
記
で
き
る
文
字
を
複
数
使
用
す
る
場
合
、

漢
字
表
認
と
平
仮
名
表
記
を
併
用
す
る
こ
と
を
茂
吉
は
し
ば
し
ば
行
う
。
し

か
し
「
我
が
母
よ
」
の
歌
に
は
そ
れ
が
な
く
、
枠
構
造
の
構
成
成
分
で
あ
る

「
我
」
と
「
母
」
が
す
べ
て
（
三
回
ず
．
つ
使
用
）
漢
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。

意
味
内
容
を
瞬
時
に
与
え
て
し
ま
う
漢
字
の
多
用
は
、
拝
情
詩
で
あ
る
短
歌

に
お
い
て
は
避
け
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
定
型
の
切
れ
目
に
そ
っ
て
読
み

お
お
せ
な
い
特
殊
な
節
奏
を
も
つ
「
我
が
母
よ
」
の
歌
で
は
、
枠
構
造
の
漢

字
表
記
の
意
義
は
大
き
い
。
先
に
述
べ
た
、
字
形
に
よ
る
視
覚
的
効
果
と
は
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別
に
、
読
者
の
負
担
軽
減
の
上
か
ら
も
求
め
ら
れ
た
表
記
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
格
助
詞
「
は
」
と
同
音
で
あ
る
「
母
」
の
平
仮
名
表
記
を
避
け
た

こ
と
は
、
振
り
仮
名
の
使
用
（
母
に
は
振
ら
れ
て
い
な
い
）
と
と
も
に
意
図

的
に
な
さ
れ
た
読
者
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
創
作
上
の
工
夫
は
、
細
部
に
お
よ
ぶ
。
「
我
が
母
よ
」
の

歌
の
生
命
は
、
こ
う
し
た
細
部
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
茂
吉
が
そ
の
作
品
に
触
れ
作
歌
を
志
し
た
と
い
う
正
岡
子
規
に
次
の
言
葉

が
あ
る
。

　
　
万
葉
の
歌
人
は
造
句
の
工
夫
に
意
を
用
み
し
故
に
面
白
く
、
後
世
の
歌

　
　
人
は
一
句
を
工
夫
せ
ず
し
て
寧
ろ
古
句
を
襲
用
す
る
を
喜
び
し
故
に
衰

　
　
へ
た
り
。
今
の
万
葉
を
学
ぶ
者
万
葉
を
丸
呑
に
せ
ず
万
葉
歌
人
工
夫
の

　
　
跡
を
噛
み
砕
き
て
味
は
ゴ
明
治
の
新
事
物
も
亦
容
易
に
消
化
す
る
を
得

　
　
ん
か
。
（
注
4
6
）

子
規
は
、
既
成
の
語
句
を
盲
目
的
に
用
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
創
案
さ

れ
た
過
程
に
こ
そ
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
茂
吉
は
子
規
の
こ
の

精
神
を
継
承
し
、
「
我
が
母
よ
」
の
歌
に
お
い
て
実
践
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ

れ
が
同
時
に
、
西
欧
の
思
想
家
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
得
た
「
紅
血
流
通
」
の

理
論
の
実
践
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
．
・

〔
付
記
〕
引
用
文
は
、

　
　
め
た
。

文
意
を
損
な
わ
な
い
か
ぎ
り
、
適
宜
通
用
の
文
字
に
改

（
注
1
）
『
斎
藤
茂
吉
全
集
』
　
（
全
三
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
八
一
五
一

　
　
年
、
以
下
『
全
集
』
と
記
す
）
第
九
巻
、
五
三
－
五
四
頁
。

（
注
2
）
氷
上
英
広
「
斎
藤
茂
吉
と
ニ
ー
チ
ェ
ー
日
本
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
影

　
　
響
史
へ
の
一
寄
与
と
し
て
一
」
「
比
較
文
學
研
究
」
第
二
号
（
昭

　
　
和
四
一
年
七
月
）
初
出
、
の
ち
に
『
大
い
な
る
正
午
』
（
筑
摩
書
房
、

　
　
昭
和
五
四
年
一
二
月
）
及
び
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
斎
藤

　
　
茂
吉
』
（
有
精
堂
、
昭
和
五
五
年
九
月
）
所
収
。

（
注
3
）
「
紅
血
流
通
」
の
熟
語
的
表
現
は
、
「
三
た
び
詞
の
吟
味
と
世
評
」
（
大

　
　
正
四
年
一
二
月
）
に
み
え
る
。
「
お
も
ふ
に
生
命
を
尊
重
す
る
歌
人

　
　
は
紅
血
流
通
の
詞
を
飽
く
な
く
貯
へ
て
置
か
ん
こ
と
を
欲
す
る
。
西

　
　
人
の
謂
ふ
も
馨
ロ
コ
ζ
ぽ
ゆ
｛
9
・
．
の
詞
を
包
蔵
し
て
お
く
の
で
あ
る
」

　
　
　
（
『
全
集
』
第
九
巻
、
＝
一
＝
二
頁
）
。

（
注
4
）
大
学
卒
業
と
同
時
に
購
入
し
た
と
い
う
ポ
ケ
ッ
ト
版
全
集
の
第
六
巻

　
　
四
一
九
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
原
書
名
・
出
版
地
・
出
版
社
等
は
以

　
　
下
の
通
り
。
等
δ
α
ユ
。
ず
蜜
9
N
㎝
9
ρ
b
軸
鳴
、
き
§
詳
ミ
岡
鶏
§
逡
瀞
§
貸
蕩

　
　
§
§
き
鼻
§
嵩
配
丸
◎
。
。
。
。
。
9
謬
蕊
Q
富
げ
さ
、
貢
匂
ロ
O
●
①
）
も
。
言
艮
町
q
“

　
　
ρ
O
Z
鎧
日
き
昌
ぐ
σ
二
お
噛
一
8
ひ
’
℃
。
と
P

（
注
5
）
「
『
ツ
ア
ラ
ツ
ス
ト
ラ
』
の
下
巻
は
出
た
か
な
。
竹
山
と
か
い
ふ
人
の

　
　
訳
は
」
（
田
中
隆
尚
『
茂
吉
一
三
』
上
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
五

　
　
年
五
月
）
、
昭
和
一
九
年
一
月
条
、
　
一
四
三
頁
）
に
、
竹
山
道
雄
訳

　
　
　
の
刊
行
を
待
っ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
注
6
）
第
四
三
巻
「
斎
藤
茂
吉
集
」
（
本
林
勝
夫
注
釈
・
柴
生
田
稔
解
説
、

　
　
角
川
書
店
、
昭
和
四
五
年
一
月
）
。

（
注
7
）
『
全
集
』
第
二
五
巻
、
四
四
七
一
四
四
八
頁
。

（
注
8
）
『
明
治
文
學
全
集
』
　
第
六
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
二
年
一
〇
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月
）
、
　
一
八
○
頁
。

（
注
9
）
「
思
出
す
事
ど
も
」
『
全
集
』
第
五
巻
、
二
八
頁
。

（
注
－
o
）
「
短
歌
作
者
」
『
全
集
』
第
九
巻
、
＝
二
五
頁
。

（
注
1
1
）
「
『
短
歌
滅
亡
私
論
』
を
書
い
た
頃
」
、
注
8
と
同
書
、
　
一
八
一
頁
。

（
注
1
2
）
『
全
集
』
第
一
一
巻
、
一
七
八
i
一
七
九
頁
。
　
初
出
は
、
「
ア
ラ
ラ

　
　
ギ
」
明
治
四
五
年
四
月
号
。

（
注
1
3
）
『
全
集
』
第
六
巻
、
六
五
七
頁
。

（
注
1
4
）
同
工
9
、
三
八
頁
。

（
注
1
5
）
「
解
説
」
、
注
6
と
同
書
。

（
注
婚
）
『
全
集
』
第
一
巻
、
一
一
一
頁
。

（
注
1
7
）
表
題
及
び
本
文
中
の
「
こ
の
書
物
は
ニ
ー
チ
ェ
の
妹
さ
ん
の
エ
リ
ザ

　
　
ベ
ト
・
フ
ェ
ル
ス
テ
ル
ニ
一
当
チ
エ
と
い
ふ
お
ば
あ
さ
ん
の
書
い
た

　
　
も
の
で
、
昨
年
ラ
イ
プ
チ
ヒ
市
の
書
緯
か
ら
出
版
さ
れ
た
」
（
引
用

　
　
は
初
出
誌
に
よ
る
）
か
ら
、
抄
訳
に
用
い
た
原
著
書
は
以
下
の
書
で

　
　
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
国
伸
葺
げ
Φ
旨
団
霞
網
δ
学
Z
蚕
N
の
。
『
ρ
b
ミ
、
§
鵯

　
　
ミ
俺
膏
鴇
瀞
や
ピ
。
首
鉱
α
q
”
〉
・
困
a
昌
2
＜
σ
ユ
轟
瀕
一
〇
一
ド
な
お
、
こ
の
抄
訳
雑

　
　
　
「
稼
ぎ
ニ
イ
チ
エ
」
の
題
で
『
全
集
』
（
第
二
四
巻
、
四
七
五
頁
）

　
　
に
収
録
さ
れ
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
し
た
文
は
除
か
れ
て
い
る
。

（
注
1
8
）
「
短
歌
雑
論
」
『
全
集
』
第
一
一
巻
、
二
八
七
頁
。
初
出
は
、
「
ア
ラ

　
　
ラ
ギ
」
大
正
二
年
二
月
号
。

（
注
1
9
）
「
古
語
の
問
題
」
『
全
集
』
第
九
巻
、
六
六
頁
。
初
出
は
、
「
ア
ラ
ラ

　
　
ギ
」
大
正
三
年
一
月
号
。

（
注
2
0
）
「
歌
こ
と
ば
」
『
全
集
』
第
九
巻
、
三
〇
頁
。
初
出
は
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

　
　
明
治
四
五
年
三
月
号
。

（
注
2
1
V
『
全
集
隔
第
一
巻
、
九
人
頁
（
改
選
版
〉
、
＝
二
〇
頁
（
初
版
）
。
初

　
　
版
と
改
選
版
と
の
間
に
異
同
な
し
。

（
注
箆
）
大
正
二
年
五
月
二
三
日
に
没
し
た
生
母
守
谷
い
く
の
挽
歌
で
、
茂
吉

　
　
満
三
一
歳
、
東
京
帝
国
大
学
医
科
大
学
助
手
の
と
き
の
作
品
。

（
注
2
3
）
歌
集
に
は
、
先
だ
っ
て
発
表
さ
れ
た
二
首
（
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
大
正
二

　
　
年
七
月
号
）
と
歌
集
初
出
と
思
わ
れ
る
｝
首
の
計
三
首
が
加
え
ら
れ
、

　
　
五
九
首
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
注
2
4
）
本
稿
に
お
い
て
「
自
注
」
は
、
『
全
集
』
第
一
〇
巻
所
収
の
『
作
歌

　
　
四
十
年
』
を
指
す
。

（
注
2
5
）
『
全
集
』
第
一
一
．
巻
、
三
一
四
頁
。

（
注
2
6
）
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
四
〇
三
頁
。

（
注
2
7
）
正
宗
敦
夫
『
萬
葉
集
総
索
引
』
下
巻
・
単
語
篇
（
伊
藤
書
店
、
昭
和

　
　
　
一
九
年
九
月
）
に
よ
る
。
三
例
は
以
下
の
通
り
。
巻
芯
・
＝
二
五
七
、

　
　
巻
一
一
・
二
三
六
四
、
巻
一
一
・
二
五
七
〇
。

（
注
2
8
）
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
八
月
、
第
二
版
。

（
注
2
9
）
三
省
堂
、
　
一
九
八
八
年
一
一
月
。

（
注
3
0
）
金
田
一
京
助
、
三
省
堂
、
昭
和
二
七
年
五
月
。
「

（
注
3
1
）
小
学
館
、
　
一
九
八
三
年
一
二
月
。

（
注
3
2
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
一
二
月
。

（
注
3
3
）
岩
波
書
店
、
昭
和
四
四
年
五
月
、
第
二
版
。

（
注
3
4
）
福
井
久
蔵
著
、
不
二
書
房
、
昭
和
二
年
一
〇
月
、
三
三
九
頁
。

（
注
3
5
）
賀
茂
真
淵
『
冠
辞
考
』
『
地
名
研
究
資
料
集
（
第
五
巻
　
万
葉
集
）
』

　
　
　
（
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）
所
収
、
三
二
六
頁
。

（
注
3
6
）
『
言
海
』
の
増
補
改
訂
版
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
新
編
大
言
海
』
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（
昭
和
五
七
年
二
月
）
に
お
い
て
は
、
「
垂
乳
根
」
で
ば
な
く
、
「
足

　
　
乳
根
」
が
見
出
し
語
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
足
乳
根
」
へ
の

　
　
改
訂
理
由
に
つ
い
て
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
『
言
海
』

　
　
の
見
出
し
語
と
解
釈
と
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
注
3
7
）
引
用
は
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
一
巻
（
小
学
館
、
一
九

　
　
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
（
七
九
頁
）
。

（
注
3
8
）
「
よ
」
は
、
使
い
方
に
よ
っ
て
は
、
軽
薄
に
響
く
。
語
感
を
破
っ
て

　
　
軽
薄
に
響
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
「
特
有
の
節
奏
」
が
必

　
　
要
と
説
い
て
い
る
（
「
『
よ
』
ど
め
の
結
句
」
『
全
集
』
第
九
巻
、
一

　
　
九
頁
。
初
出
は
、
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
明
治
四
五
年
｝
月
号
）
。

（
注
3
9
）
「
単
純
化
」
は
茂
吉
の
重
要
な
作
歌
理
念
で
あ
る
。
「
短
歌
初
学
門
」

　
　
　
で
は
、
短
歌
単
純
化
論
の
骨
髄
を
言
い
表
し
た
も
の
と
し
て
、
賀
茂

　
　
真
淵
の
「
そ
の
心
寄
な
り
と
い
ふ
も
、
響
く
ひ
た
ぶ
る
な
る
も
の
は

　
　
詞
多
か
ら
ず
」
を
引
い
て
い
る
（
『
全
集
』
第
一
〇
巻
、
二
九
八
頁
）
。

（
注
4
0
）
こ
こ
で
は
、
「
我
が
母
よ
」
、
「
我
が
母
よ
我
を
」
、
「
母
よ
」
の
部
分

　
　
を
指
し
て
枠
構
造
と
称
し
て
い
る
。
茂
吉
が
よ
く
し
た
ド
イ
ツ
語
の

　
　
文
法
構
造
で
あ
る
枠
構
造
に
着
想
を
得
て
仮
称
し
た
。

（
注
4
1
）
「
釈
星
空
に
与
ふ
」
『
全
集
』
第
九
巻
、
二
二
一
頁
。
初
出
は
、
「
ア

　
　
　
ラ
ラ
ギ
」
大
正
七
年
五
月
号
。

（
注
4
2
V
箋
注
2
0
、
二
九
頁
。

（
注
4
3
）
本
稿
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は
、
『
新
日
本
古
典
文
学

　
　
大
系
』
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

（
注
4
4
＞
「
死
に
た
ま
ふ
母
（
斎
藤
茂
吉
）
」
「
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
（
昭
和

　
　
　
三
四
年
九
月
）
、
　
一
五
五
頁
。

窪
4
5
）
茂
吉
が
人
の
死
に
対
し
て
「
死
」
を
用
い
た
例
は
「
死
に
た
ま
ふ
母
」

　
　
よ
り
前
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
四
三
年
作
「
悼
堀
内
卓
」
の

　
　
　
「
堀
内
は
ま
こ
と
死
に
た
る
か
あ
り
の
世
か
い
め
世
か
く
や
し
い

　
　
た
ま
し
き
か
も
」
「
信
濃
路
の
ゆ
く
秋
の
夜
の
ふ
か
き
夜
を
な
に
を

　
　
懸
ひ
つ
つ
死
に
て
ゆ
き
し
か
」
、
四
四
年
作
「
お
く
に
」
の
「
な
に

　
　
か
詠
ひ
た
か
り
つ
ら
む
そ
の
謹
も
詠
へ
な
く
な
り
て
灘
は
死
に
し

　
　
か
」
「
は
や
死
に
て
ゆ
き
し
か
灘
い
と
ほ
し
と
葡
ち
の
う
ち
に
齢
は

　
　
　
い
ひ
し
か
な
」
「
な
に
ゆ
ゑ
に
泣
く
と
総
な
で
虚
講
も
死
に
近
き
子

　
　
に
浄
は
言
へ
り
し
か
」
「
こ
れ
の
世
に
古
き
な
な
ん
ぢ
に
死
に
ゆ
か

　
　
れ
生
き
の
鏑
ち
の
由
な
し
撚
は
」
「
あ
の
や
う
に
か
い
細
り
つ
つ
死
に

　
　
　
　
な

　
　
し
汝
が
あ
は
れ
に
な
り
で
居
り
が
て
ぬ
か
も
」
な
ど
。
ま
た
、
「
死

　
　
に
た
ま
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
「
子
規
十
周
忌
三
首
」
（
四
四
年
忌
）
中

　
　
　
の
一
首
に
、
「
な
み
だ
落
ち
て
臥
し
む
か
も
こ
の
塾
に
い
に
し
へ
人

　
　
は
死
に
給
ひ
に
し
」
と
詠
ん
で
い
る
。
短
歌
の
用
例
を
離
れ
れ
ば
、

　
　
明
治
三
七
年
九
月
号
「
明
星
」
に
発
表
さ
れ
た
与
謝
野
晶
子
の
詩
「
君

　
　
　
死
に
た
ま
ふ
こ
と
勿
れ
」
に
、
「
死
に
た
ま
ふ
」
の
先
例
が
あ
る
。

　
　
付
言
す
る
と
、
茂
吉
が
短
歌
に
「
死
」
を
詠
み
込
ん
だ
早
い
例
と
し

　
　
　
て
、
「
雲
に
入
る
薬
も
が
も
と
雲
恋
ひ
し
も
ろ
こ
し
の
君
は
若
死
に

　
　
　
け
り
」
（
四
〇
年
作
）
が
あ
る
（
引
用
は
初
版
『
赤
光
』
に
よ
る
）
。

（
注
4
6
）
「
万
葉
集
を
読
む
」
『
明
治
文
學
全
集
』
第
五
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭

　
　
　
和
五
〇
年
四
月
）
、
二
五
六
頁
。
初
出
は
、
「
日
本
附
録
週
報
」
（
日

　
　
　
本
新
聞
社
、
　
明
治
一
二
↓
二
年
六
日
月
一
　
一
日
）
、
　
一
二
頁
。
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