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展
開
の
様
子
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

に
交
渉
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
り
」
と
の
相
剋
に
つ
い
て
は

）
れ
ま
で
に
も
あ
る
程
度
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
。

助
動
詞
「
た
り
」
は
、
記
紀
の
歌
謡
中
に
は
ま
だ
表
れ
ず
、

の
姿
を
見
せ
る
。
そ
の
成
立
は
か
な
り
新
し
い
も
の
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
中
古
以
降
は
、
存
続
表
現
か
ら
完
了
へ
と
そ
の
意
義

を
拡
張
し
、

万
葉
集
・
続
紀
宣
命
に
未
融
合
形
の
「
て
あ
り
」
と
共
に
は
じ
め
て
そ

い
わ
ゆ
る
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
が
次
々
と
衰
微
、
消
滅
し
て
い
く
中
で
、
返
っ
て
ひ
と
り
勢
力
を
誇
る
形
に
な
り
、

古
典
語
に
数
多
く
存
し
た
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
が
ど
の
よ
う
に
「
た
り
」

て
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、

現
状
で
は
そ
の
大
部
分
が
未
解
明
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
は
、
和
歌
の
場
合
と
散
文
の
場
合
と
か
、

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

の
ま
ま
現
代
語
に
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
た
り
」

の
展
開

た
だ
し
、
「
た
り
」
が
、

和
文
調
と
漢
文
訓
読
調
と
い
う
文
体
上
の
問
題
、
あ
る
い
は
上
接
す
る
動
詞
の
語

彙
的
か
た
よ
り
と
言
っ
た
種
々
の
注
意
を
要
す
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
い
配
慮
を
施
し
た
詳
し
い
研
究
も
、
す
で
に
い
く

つ
か
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
最
後
の
語
彙
的
か
た
よ
り
と
関
連
を
持
つ
―
つ
の
特
異
な
現
象
を
取
り
上
げ
て
、
「
た
り
」
の

―
つ
に
収
倣
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め

迫

野

そ
の
最
も
初
期

虔

徳
そ

ー



し
か
接
続
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら

顔
「
り
」
と
「
た
り
」
が
相
剋
、
隆
替
す
る
過
程
で
―
つ
の
特
異
な
現
象
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
古
の
仮
名
文
に
頻
用
さ
れ
る

敬
語
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
り
」
が
接
続
し
て
、
「
た
り
」
が
接
続
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
源
氏
物
語
で
は
、
「
給
へ
り
」
の
か
た
ち
は
、
全
部
で
二
四
七
八
例
と
い
う
多
く
の
例
が
あ
る
の
に
、
「
給
ひ
た
り
」
は

『
源
氏
物
語
大
成
』
本
文
で
は
、

な
い
よ
う
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
次
の
七
例
、
し
か
も
本
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
り
、
す
べ
て
を
確
例
と
す
る
わ
け
に
も
い
か

大
将
殿
や
聞
き
つ
け
給
ひ
た
り
け
む
（
蛉
蛉
）

少
し
ほ
の
め
い
給
ひ
た
り
や
（
東
屋
）

給
ひ
た
る
ぞ
（
玉
験
）

二
三
人
参
ら
せ
た
ま
ひ
た
な
れ
（
浮
舟
）

こ
の
「
給
ふ
」
に
つ
づ
く
場
合
の
例

宮
に
か
し
こ
ま
り
き
こ
え
て
隠
し
お
き
た
ま
ひ
た
り
け
る
を
（
同
）

い
づ
く
よ
り
参
り

わ
ざ
と
も
な
く
か
き
な
し
給
ひ
た
る
す
が
か
き
の
ほ
ど
（
常
夏
）

お
と
な
び
給
ひ
た
め
れ
ど
ま
だ
い
と
思
ひ
や
り
も
な
く
（
朝

こ
の
こ
と
を
始
め
て
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
松
尾
捨
次
郎
氏
『
国
文
法
論
纂
』
（
昭
三
）
で
、

そ
の
中
で
松
尾
氏
は
、
物
語
文
を
見
る
と
「
給

へ
り
と
い
ふ
語
が
極
め
て
多
い
。
驚
く
べ
き
程
多
い
（
中
略
）
之
に
反
し
て
給
ひ
た
り
と
い
ふ
語
は
非
常
に
少
な
く
源
氏
な
ど
に
は
絶

無
と
い
っ
て
よ
い
。
」
と
注
意
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
小
野
志
真
男
氏
「
接
続
よ
り
見
た
る
助
動
詞
〈
た
り
〉
と
〈
り
〉
」
（
「
国
文

学
孜
」
三

l
-
、
昭
―
二
）
、
宮
田
和
一
郎
氏
「
語
法
的
に
み
た
助
動
詞
〈
り
〉
の
性
格
」
（
国
語
国
文
ニ
―
ー
九
、

の
こ
と
に
言
及
さ
れ
、
中
古
和
文
の
―
つ
の
顕
著
な
傾
向
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

う
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
が
、

「
り
」
と
「
た
り
」
は
意
味
的
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
上
、
勢
力
的
に
も
「
り
」
が
次
第
に
衰
弱
し
、
「
た
り
」
が
降
勢
に
向
か

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
「
給
ふ
」
に
は
、
そ
の
衰
弱
す
る
一
方
の
「
り
」

こ
れ
は
ど
う
見
て
も
た
い
へ
ん
奇
異
な
現
象
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
文
に
使
用
さ
れ
た
「
り
」
の
大
半
は
、

が
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

一
時
期
以
降
、

昭
二
七
）
等
も
こ

)
れ
は

2
 



よ
び
同
時
に
用
い
ら
れ
た
「
た
り
」

有
馬
煙
史
氏
に
、
平
安
朝
の
各
種
作
品
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
り
」
の
総
数
と
、
そ
の
中
に
占
め
る
「
給
へ
り
」
の
割
合
、
お

の
使
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
借
用
し
て
一
覧
表
化
し
て
示
す
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
表
の
、
特
に
「
多
武
峯
」
以
下
の
、
「
り
」
の
総
数
と
そ
の
中
に
占
め
る
「
給
へ
り
」
使
用
数
の
比
率
を
見
て
み
る
と
、

そ
の
異
常

「
多
武
峯
少
将
物
語
」
以
後
の
諸
作
品
に
つ
い
て
見
る
と
、
物
語
類
（
除
「
松
浦
宮
物
語
」
）
の

r
R
-
R
(
「
給
へ
り
」
の
「
り
」
に

対
す
る
割
合
）
値
は
、
す
べ
て
七
五
％
を
越
え
る
。
特
に
「
狭
衣
物
語
」
に
お
け
る
九
六
・
ニ
％
と
い
う
値
は
、
一
定
の
条
件
の

語
に
自
由
に
接
続
し
得
る
機
能
を
持
つ
「
助
動
詞
」
と
い
う
品
詞
の
性
質
を
鑑
み
る
時
、
そ
れ
は
異
常
な
数
値
と
す
る
に
止
ま
ら

ず
、
ま
さ
に
助
動
詞
の
範
疇
を
逸
脱
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

なことがよく分かるが、有馬氏はこれについて

「た TR 給 り た TR 給り
りーR ヘ り R ヘ

＾ ~ ％ 
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｀ ＾ ％ 

り

r― 
＝ 八

八 ＝ 竹
八 七

゜
四 塁九

四
" ＇ 

九 四 " ＇ 五 四 取

：：：： 
伊

゜
五

~ ＝ 
且

九 兄勢：：： 

゜
＝ ＝ 五 ノ＇‘ ~ 

九 ゜
土

九
ノ＇‘ 貞虐

凰鼠 慶四 ゜
佐

゜
" ＇ 

＝ 
乎

゜
八＝ 四 四

且
＝ 五

四 五 ＝ 元 九 五 " ＇ 
中

：：：：： 大
＝ 

和八 八 ,＇ , 

" ＇ 三笛

TR ノ＇‘ 四 四

七R 多
五

" ＇ 七 八 七
峯

蓋
七 門 蜻

ヘ
克

：：：：： 九
り 元 七

蛉
L 

七,＇ , ＝ 落
の ノ＇‘ 五 ：：：：： 

-, 四 四

゜
窪

り 七
L 五

五 枕
門

＝ 八
に 七 七

悶 四
:::c 

七

尺
＝ 源

氣合
璽

五

゜
氏

五 和
ヽ

轟：：：：： 泉

= ,＇ , 
五

克
九紫

九 ノ＇‘ 

゜>
八＝ 四 浜
四一• 四畠松
七—
八

八． 五六 堤
- -:::: ニ四

3
 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、

そ
れ
で
は
、
「
給
ふ
」
と
の
接
続
に
見
ら
れ
る
こ
の
顕
著
な
傾
向
は
、

と
に
な
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
な
お
十
分
納
得
で
き
る
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
始
め
て
言
及
さ
れ
た
松
尾
捨
次
郎
氏
は
『
国
文
法
論
纂
』
（
『
国
語
法
論
孜
』
も
こ
れ
に
ほ
ぼ
同
じ
）

給
ふ
に
た
り
を
つ
け
ぬ
か
の
理
由
は
ど
う
も
思
ひ
得
な
い
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

の
「
た
」
に
「
て
」
の
意
義
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
語
義
上
の
関
係
か
ら
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、

C

「
た
ま
ふ
」
の
「
た
」
と
「
た
り
」

の
「
た
」
と
音
が
重
複
す
る
こ
と
を
嫌
う
と
い
っ
た
よ
う
な
語
調
上
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
に
種
々
案
じ
て
お
ら
れ

る
。
松
尾
氏
自
身
こ
れ
ら
に
一
々
反
証
を
上
げ
て
否
定
的
な
よ
う
に
、

小
野
志
真
男
氏
は
、
松
尾
氏
が
一
度
疑
い
、
し
か
し
疑
問
と
し
て
措
い
た
C

の
語
調
上
の
理
由
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
ら
れ
る
[

中
古
仮
名
文
で
は
、

タ
の
音
を
持
つ
「
立
つ
」
「
足
る
」
「
至
る
」
な
ど
の
動
詞
も
「
立
ち
た
り
」
「
足
り
た
り
」
「
至
り
た
り
」
と
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
枕
草
子
な
ど
を
見
て
も
、
「
た
ま
は
り
た
ら
ん
」
（
一
六
六
段
）
「
た
び
た
り
け
れ
ば
」
（
ニ

三
四
段
）
「
た
て
ま
つ
り
た
り
」

(
1
0
八
段
）
な
ど
が
あ
り
、
「
立
つ
」
も
「
霧
た
ち
た
る
」
「
え
む
た
ち
た
る
」
な
ど
複
合
語
に
は
多

く
「
た
り
」
が
接
し
て
お
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、

の
中
で
「
何
故
に

a
「
給
ふ
」
が
敬
語
で
あ
る
と
か
、

b

「
給
ふ
」

理
由
と
し
て
は
確
か
に
い
ま
―
つ
首
肯
し
が
た
い
も
の
が
あ
る

そ
の
よ
う
な
音
声
的
事
情
が
ど
こ
ま
で
関
係
し
て
い
た
か
は
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
意
味
あ
る
い
は
語
性
的
な
面
に
深
い
関
係
が
あ
る
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
塚
原
鉄
雄
氏
は
、
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
お
ら
れ
る
。

（
「
た
り
」
は
）
平
俗
な
用
語
で
あ
り
、
文
章
語
に
対
立
す
る
口
頭
語
と
い
う
傾
向
が
少
な
く
と
も
中
央
の
支
配
階
級
で
は
、
濃
厚

だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
中
略
）
そ
の
価
値
意
識
も
し
く
は
価
値
感
覚
が
、
「
給
ふ
」
と
の
接
合
を
忌
避
し
、

的
に
固
定
化
し
て
、
継
承
さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
が
、
妥
当
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
有
馬
氏
は
、
「
給
ふ
」
に
「
り
」
が
も
っ
ぱ
ら
接
続
す
る
理
由
と
し
て
、
二
つ
の
観
点
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て

そ
れ
が
慣
例

一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
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―
つ
は
、
「
給
ふ
」
と
熟
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
り
」
は
、

そ
の
内
在
し
て
い
た
微
か
な
る
敬
意
概
念
（
注
略
）
を
、
確
実
に
自

ら
の
も
の
に
し
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一
っ
は
「
給
ふ
」
と
の
熟
合
に
よ
っ
て
、
「
り
」
は
始
め
て
全
動
詞
に
接
続
で
き
る

塚
原
氏
は
、
「
た
り
」
の
俗
語
性
が
「
給
ふ
」
と
の
接
続
を
困
難
に
し
た
と
し
、
有
馬
氏
は
、
「
り
」
に
認
め
ら
れ
る
「
柔
ら
か
い
表

現
」
（
そ
れ
は
、
軽
い
敬
語
表
現
に
容
易
に
結
び
付
く
と
さ
れ
る
）
が
「
給
ふ
」
と
の
結
び
付
き
を
促
進
し
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
「
た
り
」
の
俗
語
性
と
「
給
ふ
」
の
世
界
と
の
異
和
と
か
「
り
」
自
体
の
敬
語
性
(
?
)
の
よ
う
な
観
点
で
説
こ
う
と
す
る

と
、
「
給
ふ
」
以
外
の
敬
語
と
の
接
続
の
ぱ
あ
い
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
お
ぼ
す
」
「
お
は
し
ま
す
」

の
よ
う
な
敬
語
に
は
、
「
た
り
」
の
方
が
続
く
の
が
普
通
な
の
で
あ
る
。

有
馬
氏
は
、
ま
た
、
「
り
」
の
接
続
上
の
制
約
を
「
給
ふ
」
と
の
熟
合
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
機
能
上

の
理
由
を
も
う
一
っ
数
え
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
「
当
時
、
全
動
詞
を
承
接
し
自
由
に
活
動
し
て
い
た
、

詞
〉
の
う
ち
で
、
接
続
関
係
に
お
い
て
特
に
制
限
の
あ
っ
た
〈
り
〉
が
、
全
動
詞
に
承
接
せ
ん
と
す
る
方
向
に
む
か
う
の
は
、
当
然
の

理
と
も
言
え
よ
う
。
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
全
体
の
流
れ
か
ら
見
て
衰
退
の
途
次
に
あ
っ
た
「
り
」
が
、
新
生
の
ほ
ぼ
同
義
の
「
た

り
」
に
抗
し
て
、
な
お
全
動
詞
承
接
へ
の
意
欲
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
持
ち
得
た
か
ど
う
か
、
第
一
、
「
給
へ
り
」
は
「
り
」
の
（
つ
ま
り
、

非
敬
語
の
場
合
の
）
接
続
上
の
不
自
由
を
解
消
す
る
た
め
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

中
古
仮
名
文
で
、
「
給
ふ
」
が
「
給
ひ
た
り
」
と
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
「
給
へ
り
」
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
な

お
他
に
も
説
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
偶
目
し
た
以
上
の
諸
説
を
見
る
限
り
で
は
、
な
お
、
そ
の
解
釈
と
し
て
十
分
と
は
言
い
難
た

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
「
給
ふ
」
と
「
り
」
あ
る
い
は
「
た
り
」
と
の
音
声
的
、
意
義
的
関
連
を
比
較
対
象
し
て
そ
れ
ら
の
結
び
付
き
方
の
中
に

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

機
能
を
備
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

{
5
)
 

と
し
て
お
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
〈
過
去
ふ
元
了
の
助
動
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何
か
特
別
の
原
因
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
も
、
適
切
な
解
釈
に
は
な
か
な
か
至
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
考
え
方
と
し
て
は
や
は
り
、

の
付
く
形
の
お
お
か
た
は
「
た
り
」
接
続
に
順
次
切
り
替
え
ら
れ
て
行
っ
た
が
、
「
給
ふ
」
の
場
合
に
は
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
の

切
り
替
え
が
阻
止
さ
れ
た
、

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

実
際
、
あ
る
一
定
の
時
期
以
降
の
仮
名
文
の
「
給
へ
り
」
を
見
る
と
、
助
動
詞
「
り
」
の
一
般
の
中
で
説
か
れ
る
よ
り
も
、
「
給
へ
り
」

と
い
う
一
語
的
慣
用
表
現
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
こ
れ
を
見
た
方
が
適
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
が
少
な
く
な
い
。

「
言
ふ
、
立
つ
、
知
る
」
な
ど
、
「
た
り
」
よ
り
も
「
り
」
と
接
合
し
や
す
い
傾
向
に
あ
る
動
詞
は
な
お
い
く
つ
か
あ
る
が
、
「
給
ふ
」

の
場
合
は
「
り
」
と
特
別
に
親
和
性
が
強
い
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
少
し
ば
か
り
の
記
述
だ
け
か
ら
で
も
あ
る
程
度
想
像
で
き
る
こ
と

で
あ
る
。
「
給
ふ
」
と
「
り
」
の
接
続
に
ほ
と
ん
ど
ゆ
れ
が
な
い
こ
と
（
他
の
「
り
」
と
接
続
し
や
す
い
動
詞
も
、
「
り
」
と
接
続
す
る

傾
向
が
強
い
と
い
う
だ
け
で
、
「
給
ふ
」
の
場
合
の
よ
う
に
徹
底
し
て
「
り
」
と
接
続
す
る
も
の
は
な
い
）
、
有
馬
氏
が
数
値
で
示
し
た

よ
う
に
、
あ
る
時
期
以
降
の
「
り
」
の
使
用
例
の
大
半
は
「
給
へ
り
」
の
形
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
て
も
、
「
給

へ
り
」

若
菜
上
）

少
女
）

塚
原
氏
の
よ
う
に
、
「
た
り
」
が
成
立
し
、
次
第
に
力
を
増
し
て
く
る
に
つ
れ
、
四
段
に
「
り
」

そ
の
た
め
に
そ
の
ま
ま
「
給
へ
り
」
の
形
で
「
慣
例
的
に
固
定
化
し
て
、
継
承
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に

の
一
語
的
性
格
は
十
分
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

夕
ま
ぐ
れ
の
人
の
ま
よ
ひ
に
た
い
め
む
せ
さ
せ
給
へ
川
（
源
氏

大
将
の
君
の
御
ゆ
か
り
に
い
と
よ
く
か
ず
ま
へ
ら
れ
給
へ
川
．
（
同

の
よ
う
に
「
〈
り
〉
と
そ
の
う
け
る
動
詞
と
の
結
合
の
ゆ
る
み
」
を
導
い
て
い
る
の
も
「
り
」
が
「
給
ふ
」
と
熟
合
し
て
、
「
給
へ
り
」

と
い
う
一
語
化
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
、
中
古
仮
名
文
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
「
給
へ
り
」
の
特
徴
あ
る
使
わ
れ
方
は
、
「
給
へ
り
」
の
形
全
体
が
―
つ
の
慣
用
表
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一
方
（
中
将
、
木
工
）
は
「
伏
し
た
り
」
と
し
、

と
す
る
。
非
敬
語
と
敬
語
の
表
現
を
「
た
り
」
と
「
給
へ
り
」
が
分
担
的
に
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
目

で
見
れ
ば
、
「
た
り
」
と
「
給
へ
り
」
が
対
立
的
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
中
古
仮
名
文
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
容
易
に
確
認
す

大
将
の
君
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
か
づ
け
た
ま
ふ
。
例
よ
り
は
う
ち
乱
れ
た
ま
へ
る
御
顔
の
に
ほ
ひ
、
似
る
も
の
な
く
見
ゆ
。
羅
の
直
衣

単
衣
を
着
た
ま
へ
る
に
、
透
き
た
ま
へ
る
肌
つ
き
、
ま
し
て
い
み
じ
う
見
ゆ
る
を
、
年
老
い
た
る
博
士
ど
も
な
ど
、
遠
く
見
た
て

詣
で
た
ま
ふ
人
の
け
は
ひ
渚
に
満
ち
て
、

び
た
り
。
「
誰
が
詣
で
た
ま
へ
る
ぞ
」
と
問
ふ
め
れ
ば
（
同

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

い
つ
く
し
き
神
宝
を
持
て
つ
づ
け
た
り
。
楽
人
十
列
な
ど
装
束
を
と
と
の
へ
容
貌
を
選

ま
つ
り
て
涙
落
と
し
つ
つ
ゐ
た
り
。
（
源
氏

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

「
伏
す
」
と
い
う
同
じ
動
作
に

た
げ
に
寄
り
伏
し
た
ま
へ
り
。
（
源
氏
物
語

て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
例
も
同
じ
で
あ
る
。

捧
げ
た
て
ま
つ
る
。
（
源
氏
物
語
・
桐
壷
）

弁
も

賢
木
）

真
木
柱
）

澪
標

い
と
オ
か
し
こ
き
博
士
に
て
、
言
ひ
か
は
し
た
る
こ
と
ど
も
な
む
、

一
方
（
蹟
黒
大
将
の
北
方
）
は
「
伏
し
た
ま
へ
り
」

日
帰
り
去
り
な
む
と
す
る
に
、
か
く
あ
り
難
き
人
に
対
面
し
た
る
よ
ろ
こ
び
、
か
へ
り
て
は
悲
し
か
る
べ
き
心
ば
へ
を
お
も
し
ろ

く
作
り
た
る
に
、
皇
子
も
い
と
あ
は
れ
な
る
句
を
作
り
た
ま
へ
る
を
、
限
り
な
う
め
で
た
て
ま
つ
り
て
、

右
大
弁
が
漢
詩
を
作
っ
た
こ
と
に
は
「
作
り
た
る
」
の
よ
う
に
「
た
り
」
を
用
い
、
光
源
氏
の
そ
れ
に
は
「
作
り
給
へ
る
」
と
「
給
ヘ

り
」
で
表
現
し
て
い
る
。
表
さ
れ
る
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
敬
語
と
非
敬
語
と
で
、
「
給
へ
り
」
と
「
た
り
」
を
排
他
的
に
使
い
分
け

中
将
、
木
工
な
ど
、
「
あ
は
れ
の
世
や
」
な
ど
、
う
ち
嘆
き
つ
つ
語
ら
ひ
て
伏
し
た
る
に
、

正
身
は
い
み
じ
う
思
ひ
静
め
て
、

ら
う

い
み
じ
き
贈
物
ど
も
を

い
と
興
あ
り
け
る
。
文
な
ど
作
り
か
は
し
て
今
日
明

現
と
し
て
一
語
的
に
使
用
さ
れ
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
「
給
へ
り
」
の
熟
合
一
語
化
が
ど
う
し
て
生
じ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
塚
原
氏
の

言
わ
れ
る
よ
う
な
「
た
り
」
と
「
給
ふ
」
の
語
性
的
不
適
合
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
「
給
へ
り
」
が
敬
語
表
現
の
形
式
で
あ
っ

た
（
そ
れ
も
古
く
か
ら
の
）
と
言
う
こ
と
に
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

化
す
る
傾
向
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
仰
せ
あ
る
」
が
「
お
っ
し
ゃ
る
」
に
、
「
お
入
り
あ
る
」
「
お
出
あ
る
」
が
「
お
り
ゃ

る
」
「
お
ぢ
ゃ
る
」
に
、
あ
る
い
は
「
せ
給
ふ
・
さ
せ
給
ふ
」
「
せ
お
は
し
ま
す
•
さ
せ
お
は
し
ま
す
」

「
し
ま
う
、

の
で
あ
る
。

―
つ
の
慣
用
表
現
と
し
て
、
決
ま
っ
た
形
で
、
し
か
も
多
用
さ
れ
る
た
め
に
そ
の
全
体
が
ば
し
ば
融
和
、

さ
し
ま
う
」
「
し
ま
す
、

の
慣
用
的
言
い
回
し
が
や
が
て

さ
し
ま
す
」
に
形
を
崩
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
敬
語
の
場
合
に
は
し
ば
し
ば
起
こ
る

「
給
へ
り
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
早
く
か
ら
敬
語
的
表
現
の
場
で
は
頻
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
続
紀
宣
命
な
ど
に
は
、

四
方
食
国
乎
治
奉
止
任
閻
哨
留
国
国
宰
等
爾
至
麻
爾
天
皇
朝
庭
敷
賜
行
脚
哨
留
国
法
乎
過
犯
事
無
久
（
一
詔
）

こ
の
「
給
へ
り
」
の
場
合
も
、
形
こ
そ
崩
し
は
し
な
か
っ
た
が
、
敬
語
一
般
の
傾
向
に
従
っ
て
そ
の
一
語
的
性
格
を
次
第
に
強
め
て

行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
よ
り
、
「
り
」
か
ら
「
た
り
」
へ
と
い
う
大
勢
に
抗
し
て
、

で
実
質
的
な
融
和
の
姿
を
む
し
ろ
積
極
的
に
示
し
た
と
こ
の
場
合
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

そ
の
形
を
崩
さ
な
い
と
い
う
あ
り
か
た

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
り
」
が
衰
退
し
「
た
り
」
が
次
第
に
伸
長
し
て
行
く
と
い
う
動
き
が
一
方
に
あ
り
、
ま
た
一
方
、
敬
語
辞
と
し

て
の
「
給
へ
り
」
の
一
語
的
ま
と
ま
り
が
次
第
に
強
ま
る
と
い
う
図
式
の
中
で
、
「
給
へ
り
」
の
特
異
さ
が
形
の
上
に
も
次
第
に
顕
に
な

っ
て
き
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

わ
け
る
と
い
う
二
極
体
制
が
次
第
に
成
立
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
見
方
を
換
え
る
と
、
同
じ
表
現
内
容
を
、
「
た
り
」
と
「
給
へ
り
」
が
、
敬
語
と
非
敬
語
で
そ
れ
ぞ
れ
分
担
的
に
表
現
し

そ
の
直
接
の
原
因
は
、

の
よ
う
に
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
。

一
般
に
、
敬
語
は

問
題
は

こ
の
敬
語
表
現
の
一
語
化
と 五

口

-＝＝ロ
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「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
有
馬
氏
の
先
掲
の
表
は
、
「
た
り
」
と
「
給
へ
り
」
の
表
現
上
の
二
極
分
化
と
「
り
」

の
衰
退
を
同
時
に
数
字
的
に
浮
き
彫
り
に
し
て
見
せ
た
も
の
と
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

平
安
時
代
、
「
給
へ
り
」
は
、

こ
の
よ
う
な
化
石
化
し
た
も
の
以
外
の
「
り
」
の
漸
層
的
衰
退
に
よ
っ
て
、

そ
れ
自
体
の
固
定
化
と
、

「
た
り
」
に
対
す
る
敬
語
表
現
と
い
う
独
特
の
位
置
を
次
第
に
鮮
明
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
平
安
末
期
頃
か
ら
次
第
に
こ
の
「
給

へ
り
」
の
形
は
「
給
ひ
た
り
」
の
形
で
も
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。

た
と
え
ば
、
大
鏡
に
は
、

陽
成
院
の
御
時
殿
上
人
に
て
神
社
行
幸
に
は
舞
人
な
ど
せ
さ
せ
給
た
り
（
五
九
代
宇
多
天
皇
）

わ
た
ら
せ
給
た
る
た
ひ
に
は
さ
る
へ
き
も
の
を
か
な
ら
す
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
（
六
七
代
三
条
院
）

代
々
の
御
悪
霊
と
こ
そ
は
な
り
た
ま
ひ
た
れ
（
太
政
大
臣
伊
手
）

な
と
か
く
て
は
た
ち
た
ま
ひ
た
る
そ
と
と
ひ
給
ひ
け
れ
は
（
同
）

ふ
る
受
領
の
つ
つ
み
う
ち
そ
こ
な
ひ
て
た
ち
た
ま
ひ
た
る
そ
か
し
（
同
）

に
ぎ
り
た
ま
ひ
た
り
け
る
お
よ
ひ
は
（
太
政
大
臣
公
季
）

こ
れ
し
は
し
も
ち
た
ま
ひ
た
れ
（
太
政
大
臣
兼
家
）

ま
こ
と
に
か
た
の
く
ろ
む
ま
て
も
ち
た
ま
ひ
た
り
け
れ
（
同
）

こ
の
鎌
足
の
お
と
と
の
御
姓
藤
原
と
あ
ら
た
ま
り
給
た
る
（
太
政
大
臣
道
長
）

二
度
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
た
り
け
る
（
同
）

り
」
の
形
が
み
え
る
。

次
の
よ
う
な
多
く
の
「
給
ひ
た

，
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さ
て
も
た
せ
給
た
り
け
る
を
お
と
し
お
は
し
ま
し
て
（
同
）

ま
た
、
古
本
説
話
集
に
も
次
の
よ
う
な
多
く
の
例
が
見
え
る
。

御
楔
の
御
前
せ
さ
せ
た
ま
ひ
た
り
け
る
に
（
上
、
一
）

赤
色
の
御
あ
ふ
ぎ
の
つ
ま
を
こ
そ
指
し
出
さ
せ
給
た
り
け
れ
（
同
）

わ
が
御
目
は
さ
め
さ
せ
給
た
り
け
れ
ば
、
御
琴
を
手
す
さ
み
に
調
め
さ
せ
給
た
り
け
る
ほ
ど
に
（
同
）

よ
ろ
づ
の
こ
と
知
り
刷
叫
な
る
を
、
こ
れ
弾
き
給
へ
（
上
、
四
）

い
そ
ぎ
な
さ
せ
給
た
り
け
る
と
ぞ
（
上
、
五
）

ひ
た
ぶ
る
に
こ
の
式
部
を
妻
に
せ
さ
せ
給
た
り
と
見
え
た
り
（
上
、
六
）

昔
の
人
に
似
さ
せ
給
た
り
け
る
（
上
、
二

0
)

め
で
た
き
幸
ひ
人
、
お
ほ
く
出
で
来
給
た
る
に
（
上
、
二

0
)

忘
れ
果
て
さ
せ
給
た
る
な
め
り
（
上
、
二
八
）

出
家
し

iiけ
れ
ば
（
上
、
三

0
)

小
野
宮
の
実
資
殿
の
北
方
に
な
ら
せ
給
た
り
し
（
上
、
三
九
）

二
三
日
ば
か
り
ぬ
る
み
給
た
り
け
れ
ば
（
下
、
五
一
）

御
ひ
ざ
の
う
ゑ
に
引
き
か
け
て
こ
そ
見
え
さ
せ
給
た
り
け
れ
（
下
、
五
四
）

源
氏
物
語
は
先
に
示
し
た
よ
う
に
「
給
へ
り
」
二
四
七
八
例
に
対
し
て
、
「
給
ひ
た
り
」
は
わ
ず
か
に
七
例
、
枕
草
子
に
も
三
例
の
「
給

ひ
た
り
」
が
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
こ
れ
は
い
か
に
も
多
い
と
言
え
る
。

森
野
宗
明
氏
に
よ
る
と
、
平
安
末
期
の
「
讃
岐
典
侍
日
記
」
「
健
寿
御
前
日
記
」
「
夜
の
寝
覚
」
な
ど
も
同
じ
様
な
傾
向
に
あ
る
と
い

10 
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訓
読
系
の
色
合
い
の
濃
い
「
三
宝
絵
」
に
は
、
当
然
「
給
ヒ
タ
リ
」
の
使
用
度
の
高
さ
が
期
待
さ
れ
る
の
に
、
「
給
ヒ
タ
リ
」
は
一
例

も
な
く
、
「
給
ヘ
リ
」
専
用
で
あ
る
こ
と
、
「
今
昔
物
語
」
で
も
、
天
竺
．
震
旦
部
で
の
「
給
ヒ
タ
リ
」
の
使
用
度
は
「
給
ヘ
リ
」
の
そ

れ
に
は
る
か
に
及
ば
ず
、
逆
に
本
朝
、
特
に
世
俗
の
部
で
は
、
「
給
ヒ
タ
リ
」
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
「
給
ひ
た
り
」
を
訓
読
系

と
す
る
と
不
都
合
な
点
が
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
平
安
末
期
以
降
、
「
給
ひ
た
り
」
の
形
が
急
激
に
増
加
す
る
の
は
、
和
漢
混
滑
文
の
進
展
と
い

う
よ
う
な
位
相
的
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

れ
る
。 森

野
氏
は
、
平
安
末
期
以
降
「
給
ひ
た
り
」
の
形
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

だ
和
漢
混
滑
現
象
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、
中
古
仮
名
文
で
は
「
給
へ
り
」
が
普
通
で

「
給
ひ
た
り
」
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
訓
点
語
で
は
逆
に
「
給
へ
り
」
は
そ
れ
ほ
ど
勢
力
は
な
く
、
む
し
ろ
「
給
ひ
た

り
」
の
方
が
普
通
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
平
安
末
期
以
降
の
和
漢
混
清
現
象
の
一
般
的
趨
勢
の
中
で
次
第
に
こ
の
訓
点
系

の
「
給
ひ
た
り
」
が
一
般
文
章
の
上
に
も
混
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
と
も
と
訓
点
語
に
は
敬
語
の
形
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
訓
点
語
の
一
般
的
な
形
を
「
給
へ
り
」
で
な
く
「
給
ひ
た
り
」

で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
ま
ず
問
題
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
築
島
裕
氏
『
興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵

法
師
伝
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』

の
語
彙
索
引
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
は
む
し
ろ
「
タ
マ
ヘ
リ
」
の
形
だ
け
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
し
、

築
島
氏
も
同
書
『
研
究
篇
』
（
五
二
六
頁
）
に
お
い
て
、
訓
点
資
料
に
お
い
て
も
「
タ
マ
ヘ
リ
」
の
形
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
そ
の
接
続
の
意
味
を
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
タ
マ
ヒ
タ
リ
」
の
見
え
る
訓
点
資
料
も
確
か
に
あ
る
に
は
あ
る
が
、
和

文
と
違
う
―
つ
の
訓
点
資
料
の
文
体
的
特
徴
を
な
す
と
ま
で
こ
れ
を
見
得
る
か
ど
う
か
、

あ
る
。
森
野
氏
自
身
、
同
論
文
の
注
に
お
い
て
「
給
ひ
た
り
」
を
訓
読
語
系
と
す
る
と
種
々
不
都
合
な
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
ら

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

口
頭
語
の
世
界
で
「
給
へ
り
」
と
い
う
語
が
よ
う
や
く
力
を
失
っ
て
来
た
こ
と
を

）
の
点
や
や
疑
問
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

）
れ
は
平
安
末
期
以
降
に
次
第
に
す
す
ん
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移
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

る
が
こ
の
「
給
へ
り
」
の
動
揺
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て

―
つ
に
は
こ
の
「
給
へ
り
」
と
対
を
な
す
「
た
り
」
の
意
味
上
の
推

示
す
も
の
と
見
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
今
昔
物
語
」
の
本
朝
部
や
大
鏡
の
「
給
ひ
た
り
」
の
例
な
ど
も
や
は
り
時

代
的
な
変
化
を
背
景
に
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
古
本
説
話
の
上
巻
は
和
歌
説
話
を
主
体
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

う
な
王
朝
風
の
題
材
を
扱
い
な
が
ら
、

か
え
っ
て
こ
こ
で
は
「
給
ひ
た
り
」
を
多
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
給
ひ
た
り
」
の

形
が
訓
読
文
あ
る
い
は
和
漢
混
涌
文
と
い
っ
た
文
体
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
、
も
っ
と
時
代
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
給
ひ
た
り
」
の
形
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
「
讃
岐
典
侍
日
記
」
そ
の
他
に
は
、
中
古
語
と
は
違
っ
た
当
代
語

的
反
映
が
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
給
ひ
た
り
」
も
そ
の
よ
う
な
も
の
の
一
っ
と
し
て
そ
こ
に
数
え
あ
げ
る
こ

(11) 

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

平
安
時
代
を
通
し
て
、
「
た
り
」
と
「
給
へ
り
」
は
、
状
況
存
在
の
表
現
を
非
敬
語
と
敬
語
の
場
合
と
で
分
担
的
に
表
現
し
分
け
て
来

た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
平
安
末
期
頃
か
ら
急
激
に
増
加
す
る
「
給
ひ
た
り
」
の
形
は
、

新
し
い
表
現
の
形
に
移
行
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
体
制
が
よ
う
や
く
崩
れ
、

平
安
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
十
分
な
資
料
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
た
め
に
変
化
の
過
程
・
行
方
を
詳
細
に
跡
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ

「
た
り
」
「
り
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
三
矢
重
松
氏
は
「
完
了
態
の
助
動
詞
の
中
ツ
・
ヌ
を
除
き
て
タ
リ
・
リ
は
継
続
存
在
を
表
す
。

是
は
前
に
も
言
え
る
如
く
動
詞
ア
リ
の
変
な
れ
ば
固
よ
り
然
る
べ
き
筈
に
て
、
之
を
完
了
態
に
用
う
る
は
却
っ
て
転
用
な
り
。

さ
れ
ば

奈
良
時
代
に
は
完
了
の
タ
リ
・
リ
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
平
安
時
代
に
な
り
て
次
第
に
此
の
転
用
の
端
緒
を
開
け
り
」
（
『
高
等
日
本
文
法
』
）

こ
の
よ
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〇
梅
の
花
佐
吉
劉
留
園
の
青
柳
は

お
の
と
も
お
の
や
裏
も
都
藝
釦
利
(
-
八
•
四
―
二
九
）

か
づ
ら
に
す
べ
く
成
り
に
け
ら
ず
や
（
五
・
八
一
七
）

〇
梅
の
花
散
り
麻
我
比
多
流
岡
辺
に
は

る
と
い
う
動
き
の
様
子
を
表
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

〇
あ
し
ひ
き
の
山
に
も
野
に
も
猟
人

0
ひ
さ
か
た
の
月
は
弓
＿
利
多
里
い
と
ま
な
く

と
し
て
お
ら
れ
る
。
春
日
政
治
氏
も
同
様
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

上
代
の
リ
・
タ
リ
は
純
粋
に
完
了
に
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
皆
動
作
の
継
続
中
で
あ
る
か
、
動
作
は
済
ん
だ
が
、
そ
の
結
果

の
遺
存
す
る
か
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
換
言
す
る
と
動
作
が
今
終
了
し
た
と
い
ふ
の
み
で
、
他
の
何
事
を
も
考
へ
な
い
表
現
に
は

リ
や
タ
リ
は
用
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
ふ
。
（
中
略
）
例
を
こ
こ
の
リ
・
タ
リ
に
取
る
が
、
「
畢
ヘ
タ
リ
」
「
到
レ
リ
」
「
荘
厳
セ
リ
」

「
殖
ヱ
タ
リ
」
を
、
今
の
口
語
で
「
畢
ヘ
タ
」
「
到
ッ
タ
」
「
荘
厳
シ
タ
」
「
殖
ヱ
タ
」
と
訳
し
た
ら
誤
り
で
あ
る
。
「
畢
ヘ
テ
ヰ
ル
」

「
到
ツ
テ
ヰ
ル
」
「
荘
厳
シ
テ
ア
ル
」
「
殖
ヱ
テ
ア
ル
」
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
即
ち
動
作
の
跡
の
情
態
の
存
続
す
る
こ
と
を
表

す
も
の
で
あ
る

「
た
り
」
は
も
と
も
と
純
粋
に
動
作
の
完
了
し
た
こ
と
を
表
す
用
法
は
な
く
、
そ
の
動
作
・
作
用
が
継
続
中
で
あ
る
と
か
、
動
作
・
作

用
の
結
果
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
と
さ
れ
る
。
万
葉
集
の
中
か
ら
一
、
二
例
を
示
す
と
、

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

海
人
の
い
さ
り
は
と
も
し
合
へ
り
見
ゆ
(
-
五
・
三
六
七
二
）

さ
つ
矢
手
挟
み
散
動
而
有
見
ゆ
（
六
・
九
二
七
）

前
者
は
、
月
が
こ
う
こ
う
と
照
っ
て
い
る
と
い
う
動
き
の
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
状
態
を
表
す
。
後
者
は
、
普
通
「
さ
わ
き
た
り
」

と
読
ま
れ
、
猟
人
た
ち
が
入
り
乱
れ
て
動
き
回
っ
て
い
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
次
の
例
も
、
今
ま
さ
に
梅
の
花
が
散
り
乱
れ
て
い

鶯
鳴
く
も
春
か
た
ま
け
て
（
五
・
八
三
八
）

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
例
は
、
動
作
・
作
用
の
結
果
が
今
も
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

〇
針
袋
取
り
上
げ
前
に
置
き
反
さ
へ
ば

上
代
に
は
、
未
融
合
形
の
「
て
あ
り
」
が
、
同
時
に
、
な
お
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
融
合
形
「
た
り
」
も
そ
の
原
義
ど
お
り

（
『
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
の
国
語
学
的
研
究
』
）
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（
古
今
集
・
巻
二
）

動
作
・
作
用
の
継
続
や
結
果
の
存
続
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

う
直
覚
描
写
的
場
面
に
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
右
の
例
歌
に
も
見
る
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
動
詞
の
意
味
す
る
一
局
面
的
状
況
が
今
ま
さ
に
存
在
す
る
と
い

い
ま
、
室
町
時
代
ま
で
一
気
に
下
が
っ
て
、
「
た
り
」
の
後
裔
で
あ
る
「
た
」
の
用
法
を
見
て
み
る
と
、

七
年
ツ
ッ
ケ
テ
毎
年
大
旱
テ

rlソ
（
史
記
抄
）

非
罪
二
暇
隙
モ
ナ
カ
ッ
タ
ホ
ト
ニ
道
理
ソ
（
同
）

の
よ
う
に
状
態
性
の
「
あ
り
」
や
形
容
詞
に
続
い
た
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
あ
り
」
や
形
容
詞
な
ど
の
状
態
性
の
も
の
に
続

こ
う
し
た
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
た
（
た
り
）
」
が
、
上
代
的
な
存
続
の
意
義
か
ら
「
完
了
」
の
義
に
次
第
に
転
じ
て
来
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

春
日
政
治
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
動
作
の
跡
の
存
続
と
い
う
こ
と
は
、
動
作
の
一
旦
完
了
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

動
作
の
完
了
を
強
調
す
る
方
向
に
意
味
が
ず
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
変
化
は
、
動
き
に
対
す
る
焦
点
の
置
き
方
の
違
い
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
（
「
た
り
」
の
完
了
は
、
結
果
の
残
存
を
通
し
て

言
う
体
の
完
了
）
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
味
の
ず
れ
を
後
か
ら
追
認
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
「
平
安
時
代
に
な
り
て
次
第

に
此
の
転
用
の
端
緒
を
開
け
り
（
中
略
）
源
氏
物
語
・
枕
草
紙
な
ど
に
は
存
続
な
る
と
完
了
な
る
と
同
じ
位
に
ま
じ
れ
り
」
（
三
矢
重
松

『
高
等
日
本
文
法
』
）
と
い
う
意
見
と
共
に
「
（
八
世
紀
か
ら
十
一
、
二
世
紀
へ
か
け
て
）
〈
タ
リ
〉
が
盛
用
さ
れ
て
い
た
年
月
は
長
い

(12) 

が
、
そ
の
間
、
意
義
の
上
で
は
顕
著
な
時
代
的
対
立
は
な
い
。
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

橋
本
四
郎
氏
は
、
前
者
の
よ
う
に
平
安
時
代
の
早
い
時
期
に
、
動
作
・
作
用
の
完
了
し
た
こ
と
を
示
す
「
た
り
」
の
用
法
が
す
で
に

(13) 

あ
っ
た
と
し
て
、
例
を
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

吹
く
風
を
鳴
き
て
恨
み
よ
う
ぐ
ひ
す
は
我
や
は
花
に
手
だ
に
ふ
れ
た
る
[
私
ハ
花
二
手
ダ
:
ア
触
レ
タ
コ
ト
ガ
ア
ル
モ
ノ
ヵ
]

い
た
「
た
」
は
過
去
を
表
す
と
見
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
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か
も
知
れ
な
い
。

亡
き
人
の
す
み
か
尋
ね
出
で
た
り
け
む
[
尋
ネ
テ
探
シ
出
シ
タ
ト
カ
ィ
ウ
]
し
る
し
の
か
ん
ざ
し
な
ら
ま
し
か
ぱ
(
源
氏
物
語
●

な
ど
で
も
、
結
果
の
気
持
が
伴
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
以
上
に
、
「
ふ
れ
る
こ
と
」
「
尋
ね
出
す
こ
と
」
が

な
し
終
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
関
心
が
向
か
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
の
で
あ
っ
て
、

心
ば
み
た
る
方
を
す
こ
し
添
へ
が
い
；
t

[

ス
コ
シ
ッ
ケ
加
工
タ
ラ
ナ
ア
]

い
わ
ば
な
し
遂
げ
ら
れ
た
動
作
の
確
認
に
重
点
が

と
見
給
ひ
な
が
ら
（
源
氏
物
語
・
タ
顔
）

の
よ
う
に
、
仮
定
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
完
了
し
た
事
実
と
し
て
示
し
、
次
を
引
き
出
す
と
い
う
位
置
に
も
現
れ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
竹
内
美
智
子
氏
は
、
「
〈
り
・
た
り
〉
は
上
代
・
中
古
を
通
し
て
相
互
承
接
の
面
で
そ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
変
化
を
起
こ

し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
〈
つ
・
ぬ
〉
と
ち
が
っ
て
〈
り
・
た
り
〉
の
意
味
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
遷
し
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も

(14) 

た
と
え
ば
前
引
古
今
集
の
う
ぐ
い
す
の
歌
の
例
も
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
、
後
者
の
立
場
に
立
っ
て
、

こ
れ
は
「
手
を
ふ
れ
る
」
動
作
が
完
了
し
た
か
否
か
を
問
題
に
し
て
い
る
歌
で
は
な
く
、
「
私
」
が
「
花
に
手
を
ふ
れ
る
」
と
い
う

こ
と
を
し
た
か
し
な
い
か
、
即
ち
事
実
の
有
り
無
し
を
問
題
に
し
て
い
る
歌
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
「
事
実
の
存
在
を
確

認
す
る
用
法
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
彼
の
人
は
本
を
沢
山
読
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
経
験
を
表
す
用
法
と
同
じ
で
、
従
っ
て
こ
れ
も
「
完
了
」
の
意
と
は
み
な
し
が
た
い
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
主
観
的
な
、
古
人
の
も
の
の
捉
え
方
を
追
認
し
て
変
化
の
様
子
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
も
確
実
な
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
得
が
た

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
た
り
」
は
、
存
続
・
存
在
の
表
現
か
ら
動
作
・
作
用
そ
の
も
の
の
完
了
を
も
表
現
す
る
よ
う
に
、
重

心
の
振
幅
を
次
第
に
広
げ
て
い
っ
た
と
い
う
変
化
の
方
向
を
の
み
、
わ
ず
か
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

桐
壷
）
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集
」
（
大
治
元
年
・
一
―
二
六
）
巻
一

0
連
歌
の こ

ぞ
来
が
道
へ
ま
た
向
か
ふ
な
り

）
こ
で
は
右
の
他
に
、
「
給
へ
り
」
に
変

し
か
し
そ
れ
で
も
次
の
よ
う
な
も
の
は
、
平
安
末
頃
の
「
た
り
」
の
意
味
を
う
か
が
い
知
る
上
で
、

少
々
興
味
を
引
く
も
の
が
あ
る

「
た
り
」
が
、
「
た
」
と
い
う
、
形
の
上
で
も
変
化
を
と
げ
る
そ
の
最
初
期
の
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
藤
原
為
忠
朝
臣
集
(
+

二
世
紀
初
め
、

あ
る
が
、

た
だ
し
森
本
元
子
氏
は
鎌
倉
中
期
の
も
の
か
と
す
る
。
『
私
歌
集
大
成
』

2
解
説
）

時
来
ぬ
と
ふ
る
さ
と
さ
し
て
帰
る
雁

の
「
た
」
の
例
は
、
「
こ
ぞ
」
と
い
う
過
去
の
一
定
時
点
を
示
す
語
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
金
葉

永
成
律
師

律
師
慶
範

ゐ
た
り
け
る
所
の
北
の
方
に
声
な
ま
り
た
る
人
の
物
言
ひ
け
る
を
聞
き
て

あ
づ
ま
人
の
声
こ
そ

tiに
聞
こ
ゆ
な
れ

み
ち
の
く
に
よ
り
こ
し
に
や
あ
る
ら
む

は
、
「
た
」
の
形
が
東
国
で
早
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
論
拠
の
一
っ
と
し
て
、
こ
れ
ま
た
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
で

こ
こ
で
も
ま
た
「
来
た
」
と
対
比
し
て
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
来
し
」
と
い
う
過
去
の
助
動
詞
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

一
種
の
こ
と
ば
遊
び
（
秀
句
）
を
思
い
付
か
せ
る
だ
け
の
「
た
（
た
り
）
」
の
意
味
的
変
遷
が
す
で
に
か
な
り
一
般
的
な
形
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
こ
れ
ら
は
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

平
安
末
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
頃
、

十
分
な
口
語
資
料
が
な
い
た
め
に
、

こ
の
間
の
推
移
が
た
ど
り
に
く
い
が
、
前
後
の
「
た
（
た

り
）
」
の
あ
り
か
た
を
比
較
対
照
し
、
右
の
よ
う
な
零
細
な
資
料
を
そ
れ
な
り
に
評
価
す
る
と
す
る
と
、
平
安
末
頃
ま
で
に
、
「
た
り
」

の
意
味
に
や
は
り
か
な
り
重
要
な
変
容
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
新
し
い
手
掛
か
り
や
こ
の
こ
と
を
考
え
る
方
法
の
模
索
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、

わ
っ
て
、
平
安
末
期
か
ら
「
給
ひ
た
り
」
の
形
が
急
激
に
増
加
す
る
こ
と
を
、
そ
の
徴
証
の
一
っ
に
数
え
上
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
次
の
歌
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「
給
へ
り
」
が
平
安
末
期
頃
か
ら
「
給
ひ
た
り
」
の
形
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
単
純
に
、
「
り
」
と
「
た
り
」

の
問
題
と
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
「
給
へ
り
」
は
、
確
か
に
「
り
」
を
含
む
け
れ
ど
も
、
平
安
時
代

に
は
、
す
で
に
そ
う
い
う
形
の
一
語
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

そ
れ
は
「
給
へ
り
」
と
い
う
語
の
消
滅
と
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、
ま
た
、
敬
語
と
非
敬
語
で
「
給
へ
り
」
と
「
た
り
」
が
分
担
的
に
表
現
し
わ
け
て
来
た
体
制
の
崩
壊
で

上
代
以
来
、
「
給
へ
り
」
と
「
た
り
」
が
分
担
的
に
請
け
負
っ
て
き
た
の
は
、

そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、

眼
前
状
況
の
描
写
な
ど
「
動
作
・
作
用
が
ま
さ
に
存
在

す
る
」
と
い
う
状
況
の
存
在
の
直
覚
的
表
現
で
あ
る
。
平
安
末
期
の
「
給
へ
り
」
の
動
揺
は
、
そ
の
存
在
表
現
の
形
式
の
動
揺
で
あ
り
、

(15) 

お
そ
ら
く
は
「
た
り
」
の
意
味
の
変
遷
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

中
世
末
期
の
頃
は
、
当
時
の
口
語
資
料
か
ら
す
れ
ば
、
「
動
作
・
作
用
が
ま
さ
に
存
在
す
る
」
と
い
う
状
況
の
存
在
表
現
と
し
て
は
、

「
て
あ
る
」
お
よ
び
そ
の
各
種
敬
語
形
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
（
湯
沢
幸
吉
郎
著
『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
、
坪
井

美
樹
「
近
世
の
テ
イ
ル
と
テ
ア
ル
」
佐
伯
梅
友
博
士
喜
寿
記
念
『
国
語
学
論
集
』
等
参
照
）
な
お
精
査
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

の
後
世
形
か
ら
見
る
と
、
「
た
り
」
は
、
そ
の
意
味
変
容
に
よ
っ
て
、
次
第
に
状
況
存
在
の
表
現
に
は
適
さ
な
い
よ
う
に
な
り
、
そ
の
表

現
を
「
て
あ
る
」
の
よ
う
な
も
っ
と
分
析
的
な
表
現
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
敬
語
表
現
の
様
式
も
、

そ
れ
に
応
じ
た
新
し
い
形
が
生
み
出
さ
れ
、

摩
擦
、

そ
の
た
め
に
旧
来
の
「
給
へ
り
」
の
形
は
次
第
に
そ
の
力
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
「
給
ひ
た

り
」
の
よ
う
な
動
揺
形
が
文
献
の
上
に
表
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
給
へ
り
」
の
動
揺
に
、
以
上
の
よ
う
な
「
た
り
」
の
意
味
の
変
容
が
関
係
あ
る
と
す
れ
ば
、

即
ち
「
つ
」
「
ぬ
」
な
ど
と
の
関
係
を
危
う
く
さ
せ
る
方
向
へ
の
変
化
で
も
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
た
り
」
の
動

こ
の
面
に
お
け
る
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
変
容
の
渦
の
目
に
た
と
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
給
ひ
た
り
」
の
そ
の
形
自
体
は
、
平
安
末
期
以
降
の
文
献
に
瀕
出
す
る
、

き
は

も
あ
る
。

「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野
）

そ
れ
は
「
た
り
」
の
次
な
る
新
し
い

下
二
段
活
用
接
続
の
、
次
の
よ
う
な
「
り
」
の
例 こ
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(
1
)

近
藤
明
「
助
動
詞
「
り
」
「
た
り
」
の
勢
力
関
係
の
変
遷
ー
平
安
時
代
和
文
を
中
心
と
し
て
ー
」
文
芸
研
究
一
〇
七

適
切
な
整
理
が
あ
る
。

(
2
)

有
馬
燻
史
「
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
「
給
へ
り
」
「
た
り
」
の
拮
抗
関
係
に
つ
い
て
」
国
語
学
懇
話
会
編
『
国
語
学
論
集
』
第
二
集

五
五

(
3
)

小
野
志
真
男
「
接
続
よ
り
見
た
る
助
動
詞
「
た
り
」
と
「
り
」
」
国
文
学
孜
三
ー
＇
一
昭
―
ニ

小
野
氏
は
こ
の
他
に
、
日
本
語
は
二
音
節
を
基
本
に
す
る
た
め
に
「
給
ひ
た
り
」
で
は
具
合
が
悪
く
、
こ
の
面
か
ら
も
「
給
へ
り
」
が
選
ば
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
し
て
お
ら
れ
る
。

(
4
)
塚
原
鉄
雄
「
過
去
（
回
想
）
・
完
了
の
助
動
詞
ー
た
り
・
り
（
古
典
語
）
」
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
九
ー
一
三
昭
三
九
•

1
0
 

(
5
)

有
馬
氏
注

2
論
文

(
6
)

竹
内
美
智
子
「
完
了
と
存
続
（
つ
・
ぬ
・
り
・
た
り
）
」
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
三
三
'
|
―
二
昭
四
三

・
1
0

(
7
)

「
奉
る
」
な
ど
は
、
「
り
」
と
の
接
続
の
慣
用
の
度
合
が
未
だ
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
8
)

森
野
宗
明
「
国
語
史
上
よ
り
み
た
る
「
讃
岐
典
侍
日
記
」
の
用
語
に
つ
い
て
」
『
佐
伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
』
昭
和
四
四
・
六
表
現
社

(
9
)

右
同
、
大
坪
併
治
、
『
訓
点
語
の
研
究
』
三

0
五
頁
「
訓
点
語
で
は
、
タ
マ
ヘ
リ
よ
り
、
む
し
ろ
タ
マ
ヒ
タ
リ
の
方
が
普
通
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と

は
、
従
来
殆
ど
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
訓
点
語
の
タ
マ
フ
の
用
法
と
し
て
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
記
述
に
こ
の
論
は
大
き
く
寄
ら
れ

た
の
で
あ
る
が
、
本
文
に
も
述
べ
た
よ
う
に
文
体
の
特
徴
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
疑
問
な
よ
う
に
思
う
。

注

と
同
様
に
、

笠
間
書
院

昭

昭
五
九
．
―
二
に
こ
れ
ま
で
の

口
頭
語
の
変
化
を
背
景
に
持
つ
文
語
の
動
揺
と
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

大
臣
公
卿
及
ビ
百
官
、
皆
、
様
々
二
仕
ヘ

lJ
（
今
昔
物
語
一
・
ニ
）

金
ヲ
地
二
敷
ぎ
ア
ア
タ
へ

lJ
（
法
華
修
法
一
百
座
聞
書
抄
）

今
ノ
佐
々
木
殿
力
芳
恩
コ
ソ
謝
シ
カ
タ
ク
ハ
覚
レ
ト
テ
ハ
ル
ヒ
ヲ
ト
ヰ
テ
ソ
シ
メ

lJケ
ル
（
延
慶
本
平
家
物
語
）
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「
た
り
」
の
展
開
（
迫
野

昭
三
ニ
・
一
―

(10)

森
野
氏
注

7
論
文
の
注
参
照
。

(11)

森
野
氏
注

7
論
文

(12)

小
松
登
美
「
古
典
解
釈
の
た
め
の
助
動
詞
・
連
用
形
に
続
く
助
動
詞
「
た
り
」
」
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞

(13)

橋
本
四
郎
「
「
た
り
」
の
研
究
」
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
四
ー
ニ
昭
三
四
・
一

(14)

竹
内
智
子
氏
注
6
論
文

(15)

そ
の
「
た
り
」
の
意
味
的
重
心
の
振
幅
を
大
き
く
し
た
の
は
、
そ
れ
と
対
を
な
す
「
給
へ
り
」
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
給
へ
り
」

は
、
自
然
、
有
情
の
主
語
の
有
為
志
的
動
き
を
示
す
動
詞
に
接
続
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
単
な
る
直
叙
的
表
現
だ
け
で
な
く
、
そ
の
動
き

の
完
了
を
強
調
す
る
方
向
に
移
り
や
す
い
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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