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い
は
ゆ
る
指
定
表
現
、
即
ち
文
の
中
に
お
い
て

C
o
p
u
l
a
を
構
成
す
る
辞

の
様
式
は
多
様
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
日
本
大
文
典
（
一
六

0
四
）
に
よ

れ
ば
当
時
の
一
般
の
話
し
こ
と
ば
に
用
ゐ
ら
れ
た
存
在
動
詞
は
否
定
を
含
ん

ー

で
三
十
一
一
種
類
に
及
ん
で
ゐ
る
。
同
書
で
は
、
こ
こ
に
述
べ
よ
う
と
す
る
指

2
 

定
辞
タ
リ
を
タ
ル
（
連
体
形
）
で
欠
陥
動
詞
と
い
ふ
別
の
綱
目
に
お
い
て
説

い
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
既
に
当
時
の
口
語
と
し
て
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。

3
 

指
定
表
現
を
そ
の
性
質
上
、
措
定
と
断
定
の
二
つ
に
分
け
て
見
た
場
合
、

い
ふ
所
の
タ
リ
は
、
最
も
代
表
的
な
指
定
辞
ナ
リ
を
中
心
と
す
る
ア
リ
系
の

存
在
詞
と
共
に
措
定
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
代
の
終
助
詞
ゾ
は
断
定
で

あ
る
と
い
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
古
代
国
語
に
お
け
る
指
定
表
現
に
は
発
達
の

段
階
と
し
て
指
定
辞
を
用
ゐ
な
い
も
の
（
賓
語
自
身
が
陳
述
を
も
つ
も
の
）
、

助
詞
ゾ
を
懺
く
も
の
、
及
び
ナ
リ
を
握
く
も
の
の
三
種
類
が
あ
る
こ
と
は
既

4
 

に
述
べ
た
。
然
し
て
指
定
辞
の
「
な
リ
」
は
平
安
朝
以
降
、
断
定
辞
と
し
て

指

定

辞

「
た
り
」

の
用
法
を
持
つ
に
至
っ
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

外
国
語
の
ば
あ
ひ
、
例
へ
ば
近
頃
読
ん
だ

S
t
r
o
n
g
"
 L
o
d
e
m
a
n
:
 

W
h
e
e
l
s
r
共
著
の

H
i
s
t
o
r
y
of 
L
a
n
g
u
a
g
e
 (
1
8
9
1
)

と
い
ふ
古
い
本

に
も
文
は
必
ず
し
も
定
動
詞

(finite
v
e
r
b
)

を
必
要
と
す
る
も
の
で
は

な
く
、
既
に
ラ
テ
ン
語
や
ス
ラ
ブ
語
が
さ
う
で
あ
る
様
に
英
語
に
お
い
て
も

そ
の
様
な
場
合
が
展
々
起
こ
り
得
る
こ
と
を
疑
問
符
や
、
感
歎
符
を
つ
け
た

，
 

特
殊
な
文
例
を
掲
げ
て
説
い
て
あ
る
。
同
様
の
事
は

S
w
e
e
t

も
有
名
な

N
e
w
 E
n
g
l
i
s
h
 G
r
a
m
m
a
r
の
中
で
述
べ
て
ゐ
る
が
、
い
は
ゆ
る

N
e
x
u
s

も

と

J
u
n
c
t
i
o
n
に
あ
た
る
形
式
が
区
別
出
来
な
か
っ
た
原
始
的
な
段
階
て
は

定
動
詞
の
影
が
痔
い
も
の
で
あ
り
、

C
o
p
u
l
a
の
様
式
も
主
格
と
賓
語
と
の

羅
列
で
こ
と
足
り
た
で
あ
ら
う
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
説
く

所
は
国
語
に
お
け
る
陳
述
辞
を
用
ゐ
な
い
指
定
法
と
揆
を
一
に
す
る
も
の
で

あ
る
ら
し
い
。

こ
の
様
な
点
が
現
在
な
ほ
著
し
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
は
マ
ラ
ヤ
・
ボ
リ

ネ
シ
ャ
系
の
言
語
で
あ
る
と
い
は
れ
る
。
元
来
こ
の
方
面
の
言
語
に
は

C
o
p
u
l
a
を
構
成
す
る
語
が
無
い
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
マ
ラ
ャ
語
に
お
け

雑

考

春

日

ー

ー

、

特

に

そ

の

発

生

と

用

法

と

ー

ー

和

男
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る
存
在
を
あ
ら
は
す

a
d
a

と
い
ふ
語
の
如
く
、
指
定
法
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

る
様
に
な
っ
た
の
は
英
語
の
影
響
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
も
極
く
新
し

t
り

い
現
象
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
我
が
上
代
に
お
け
る

ア
リ
系
の
指
定
辞
の
発
達
と
よ
く
似
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
ま
た
ト
ラ
ッ
ク

語
の

m
e
i
と
い
ふ
語
は

C
o
p
u
l
a
に
用
ゐ
ら
れ
る
語
と
し
て
比
較
的
珍
し

い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
は
指
示
語
で
あ
つ
て
、
古
代
国
語
に
お
け

る
ソ
ま
た
は
ゾ
に
あ
た
る
も
の
で
、
中
国
語
の
「
是
」
を
以
て
す
る
指
定
と

似
た
も
の
．
で
あ
る
ら
し
い
。

国
語
の
指
定
辞
は
形
容
詞
に
よ
る
判
断
文
（
品
定
め
文
）
に
は
使
用
さ
れ

な
い
の
が
本
則
で
あ
り
、
そ
の
様
な
形
は
後
の
カ
リ
形
補
助
活
用
の
に
お
い

て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
断
続
に
関
す
る
特
別
な
用
法
か
ら
発
達

し
た
も
の
で
あ
る
し
、
元
来
措
定
辞
で
あ
っ
た
ナ
リ
の
如
き
語
が

止
事
無
キ
仏
ノ
跡
形
モ
無
ク
テ
坐
ス
ル
ガ
極
て
悲
キ
也
（
今
昔
物
語
十

二
、
二
四
）

尼
二
令
聞
給
ヒ
ケ
ル
ガ
悲
ク
貴
キ
也
（
同
十
二
、
一
七
）

の
如
く
用
ゐ
ら
た
り
す
る
の
は

み
こ
A

ろ
の
い
か
ね
ば
み
ふ
ね
も
ゆ
か
ぬ
な
り
（
土
左
日
記
二
月
五
日
）

な
ど
と
、
活
用
言
を
承
接
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
と
同
じ
く
、
平
安
朝
以
後

の
措
定
辞
が
判
断
辞
に
移
行
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
点
は

to 
b
e
 (sein: ~
t
r
e
)
等
の
存
在
動
詞
と
そ
の
指
定
の
性
質
を
異
に
し
て
ゐ

8
 

る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
o

/

ま
へ
お
き
が
や
や
横
道
に
そ
れ
て
、
言
は
で
も
の
事
を
述
べ
た
て
た
が
、

こ
れ
か
ら
考
察
す
る
タ
リ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
指
定
辞
の
一
種
で
措
定
を
な

す
も
の
で
あ
っ
て
、
ナ
リ
と
比
較
し
た
場
合
活
用
言
を
承
接
す
る
こ
と
が
な

い
こ
と
は
普
通
に
い
は
れ
て
ゐ
る
特
色
で
あ
る
。
常
に
体
言
に
直
接
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
純
粋
に
措
定
辞
と
し
て
判
断
辞
化
さ

な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
、
そ
の
点
が
既
に
他
の
措
定
辞
と
比
較
す
れ
ば
特

殊
で
あ
る
。
以
下
ト
ア
リ
（
タ
リ
）
及
び
ニ
ア
リ
（
ナ
リ
）
は
す
べ
て
体
言

承
接
の
場
合
の
み
に
限
り
、
ま
た
品
詞
論
的
に
は
指
定
の
助
動
詞
と
形
容
動

詞
（
活
用
尾
）
と
を
必
要
以
外
に
区
別
を
し
な
い
で
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
す

る。
註

D
土
井
忠
生
博
士
訳
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
（
一
般
の
話
し
こ
と
ば

に
用
ゐ
る
存
在
動
詞
の
活
用
）
一
五
。
へ
参
照
。

幻
同
右
（
鋏
陥
動
詞
の
活
用
）
一
八
九
。
へ
参
照
。

①
森
重
敏
氏
間
投
動
詞
か
ら
終
止
と
し
て
の
係
動
詞
へ
（
國
語
國
文

=lノ
五
。
へ
参
照
。
）
渡
邊
賞
氏
國
語
學
辞
典
（
指
定
表
現
）
五

0

11・(
参
照
。

め
拙
稿
指
定
表
現
の
様
式
（
文
學
研
究
五

0
)

in 
C
h
 V
I
 T
h
e
 f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
facts 
of 
s
y
n
t
a
x
.
 P
9
2
-
9
3
 

の
N.
E
.
G
.
 I 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
n
究

5
6
3
|
 5
6
5
 
H
i
s
t
o
r
y
 of L
a
n
g
u
a
g
e
.
 

の
世
界
言
語
概
説
下
「
マ
ラ
イ
ボ
リ
ネ
シ
ャ
諸
語
」
（
泉
井
久
之
助
博

士）

I
O
六
五
。
へ
参
照
。

A
d
a
:
-
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 o
f
t
e
n
 
u
s
e
d
 to 
close 
a
 s
e
n
t
e
n
c
e
 of 

p
a
r
a
g
r
a
p
h
.
 
(
W
i
l
k
i
n
s
o
n
s
 M
a
l
a
y
 E
n
g
l
i
s
h
 D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
)
 

③
佐
久
間
鼎
博
士

H
本
語
の
特
色
―
六
六
。
へ
以
下
参
照
。

あ
ゆ
ひ
抄
の
「
何
た
り
」
の
条
に
は

何
は
名
也
、
「
と
あ
り
」
の
ひ
き
あ
へ
る
也
。
心
得
て
（
と
い
ふ
て
あ
る
）

と
里
す
。
「
止
家
」
を
あ
は
せ
見
て
も
知
へ
し
。
（
中
略
）
文
に
み
ゆ
れ

ど
歌
に
は
い
り
た
り
て
ま
れ
な
る
あ
ゆ
ひ
な
り
。
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＇ ＇， 

と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
同
じ
く
「
何
に
あ
り
、
何
な
り
」
の
条
に
「
里

に
（
ぢ
や
）
又
（
で
あ
る
）
な
ど
い
へ
り
。
」
と
あ
る
の
と
比
較
し
て
簡
単

な
意
味
上
の
区
別
が
な
り
立
つ
て
ゐ
る
わ
け
の
も
の
で
あ
ら
う
。
山
田
博
士

が
「
な
り
」
と
「
た
り
」
の
意
義
上
の
差
を
ナ
リ
は
内
面
的
断
定
、
タ
リ
は

外
貌
的
状
態
と
区
別
さ
れ
、
そ
れ
は
格
助
詞
の
二
が
絶
対
的
の
も
の
に
使

用
さ
れ
、
卜
が
相
対
的
な
も
の
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
基
く
と
い
は
れ
た
の

は
周
知
の
事
で
あ
る
。
あ
ゆ
ひ
抄
は
「
何
に
」
の
条
に
「
さ
す
所
の
中
に
物

を
や
り
す
ゑ
て
い
ふ
詞
な
り
。
」
と
説
き
、
「
何
と
」
の
条
に
「
詞
の
さ
し
つ
ゞ

く
を
中
に
へ
た
て
て
あ
か
す
詞
也
」
と
説
い
て
ゐ
る
。
「
中
に
物
を
や
り
す

ゑ
る
」
と
「
中
に
へ
だ
て
る
」
と
は
、
上
位
語
と
の
結
合
の
仕
方
が
一
っ
は

相
寄
り
合
ひ
‘
―
つ
は
相
反
撥
す
る
底
の
も
の
で
あ
る
と
云
つ
て
も
よ
い
で

あ
ら
う
。
近
く
は
森
重
敏
氏
が
「
に
」
は
協
調
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
卜
は

対
立
す
る
も
の
を
対
立
す
る
ま
ま
に
表
現
す
る
心
を
持
っ
た
も
の
と
断
じ
、

2
 

し
「
そ
の
対
立
す
る
心
も
亦
不
即
不
離
な
る
関
係
の
一
様
態
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
た
が
如
き
も
そ
の
性
格
の
比
較
的
な
一
面
で
あ
ら
う
。

た
だ
多
少
蛇
足
を
加
へ
さ
せ
て
も
ら
ふ
な
ら
ば
、
助
詞
卜
が
そ
の
前
後
の

語
句
を
対
立
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
卜
助
詞
が
承
接
す
る
前
位
の
語
は
、

そ
の
外
形
を
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
正
確
に
保
ち
な
が
ら
構
文
上
の
連
用
修
飾

語
格
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
統
卒
部
た
る
後
位
の
語
即
ち
被
修
飾
語
に

対
し
て
対
等
に
表
現
上
の
勢
力
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
二
助
詞
が

絶
対
的
内
質
的
な
る
為
に
、
前
位
語
た
る
連
用
修
飾
語
と
後
位
語
た
る
被
修

飾
語
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
相
融
和
し
て
ゐ
る
形
と
相
対
的
で
あ
る
。
さ
れ
ば

こ
そ
卜
助
詞
の
受
け
る
上
位
語
（
ま
た
は
上
位
句
）
は
時
に
そ
れ
自
身
を
強

く
主
張
す
る
表
現
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
へ
ば

宮
の
御
事
を
も
さ
り
と
も
あ
し
ざ
ま
に
は
聞
こ
え
じ
。
…
…
（
源
氏
物

語
総
角
）

仲
人
何
方
に
も
心
に
く
き
さ
ま
に
い
ひ
な
し
て
…
・
:
（
徒
然
草
二
四

0
)

に
お
け
る
「
あ
し
ざ
ま
に
」
、
「
心
に
く
き
さ
ま
に
」
は
、
「
聞
こ
え
じ
」
、
「
い

ひ
な
し
て
」
に
対
し
て
、
内
容
的
に
修
飾
限
定
し
両
者
が
密
接
に
融
和
し
て

ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
修
飾
語
は
自
己
の
勢
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
わ
け
で
、
二
助
詞
の
承
接
す
る
語
（
又
は
句
）
の
意
味
内
容
は
時
に
よ

つ
て
極
め
て
抽
象
的
で
さ
へ
あ
り
得
る
。
之
に
対
し
て

「
さ
ば
か
り
お
ぼ
し
た
れ
ど
、
限
り
こ
そ
あ
り
け
れ
」
と
（
世
の
人
も
）

聞
こ
え
・
…
:
（
源
氏
桐
壷
）

「
扇
を
と
ら
れ
て
か
ら
き
目
を
見
る
」
と
（
う
ち
お
ほ
ど
け
た
る
声
に
）

い
ひ
な
し
て
：
…
•
(
源
氏
花
宴
）

に
お
け
る
対
話
の
内
容
の
具
体
的
な
の
に
は
及
ば
な
い
。
卜
助
詞
を
以
て
被

修
飾
語
か
ら
引
離
さ
れ
て
孤
立
し
た
連
用
修
飾
語
（
句
）
は
、
自
己
の
持
つ

意
味
内
容
よ
り
も
、
そ
の
外
貌
た
る
一
字
一
句
を
正
確
に
主
張
し
な
が
ら
、

し
か
も
そ
の
機
能
の
上
か
ら
は
ど
こ
ま
で
も
被
修
飾
語
に
従
属
し
、
こ
れ
を

限
定
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
際
聴
者
ま
た
は
読
者
に
対
し
て
被
修
飾
部
と

対
等
の
、
時
に
は
よ
り
強
い
印
象
づ
け
を
行
ふ
こ
と
が
あ
っ
て
へ
こ
こ
に
副

次
的
に
強
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。
あ
ゆ
ひ

抄
が
現
に
、
「
何
と
あ
り
」
に
（
と
い
ふ
て
あ
る
）
と
い
ふ
意
味
づ
け
を
し
た

の
は
、
修
飾
語
が
被
修
飾
語
に
対
し
て
対
等
に
表
現
さ
れ
れ
ば
こ
そ
修
飾
部

の
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
眺
め
な
が
ら
、
し
か
も
機
能
上
か
ら
あ
く
ま
で
も
、
被

修
飾
語
に
結
び
つ
く
と
い
ふ
底
の
も
の
で
あ
ら
う
。

以
上
述
べ
た
こ
と
の
焦
点
を
上
代
に
於
け
る
擬
音
語
の
副
詞
構
成
の
場
合

に
絞
つ
て
考
へ
て
見
れ
ば
、
擬
音
に
も
と
づ
く
語
幹
に
助
詞
の
二
を
付
け
る

か
、
卜
を
付
け
る
か
と
い
ふ
問
題
と
な
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
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て
、
二
の
語
尾
を
持
っ
た
副
詞
と
、
卜
の
語
尾
を
持
っ
た
副
詞
を
比
較
し
て

3
 

見
る
と
、
後
者
、
即
ち
卜
語
尾
の
も
の
形
常
に
劣
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
副
詞

本
来
の
修
飾
の
仕
方
は
二
的
で
あ
つ
て
、
卜
的
な
も
の
は
特
殊
な
修
飾
法
が

あ
る
か
ら
と
も
い
へ
る
。
い
な
、
卜
的
な
副
詞
形
の
発
生
が
二
的
な
も
の
よ

り
も
多
少
遅
れ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

例
へ
ば
古
事
記
胃
頭
の
「
塩
許
哀
呂
許
哀
呂
通
両
鳴
」
に
お
け
る
コ
ヲ
ロ

コ
ヲ
ロ
ニ
は
記
伝
が
「
潮
の
漸
く
凝
り
ゆ
く
状
な
り
」
と
擬
態
的
に
解
釈
し

た
の
は
二
的
副
詞
本
来
の
、
あ
る
い
は
襟
準
の
、
用
法
に
即
し
た
考
へ
方
で
あ

っ
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
山
田
博
士
も
注
意
し
て
を
ら
れ
る
様

に
、
後
世
な
ら
ば
当
然
卜
助
詞
を
も
つ
て
置
吾
換
へ
る
べ
送
性
質
の
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
様
な
副
詞
形
を
形
成
す
る
こ
と
が
未
だ
余
り
に
奇
異
に
さ
へ

感
ぜ
ら
れ
一
般
化
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
考
へ
て
は
い
か
が
で
あ
ら
う
。
即
ち

古
く
は
「
に
」
を
い
は
ゆ
る
後
世
の
二
的
な
用
法
と
卜
的
な
用
法
と
の
二
様

に
用
ゐ
た
が
、
世
の
下
る
に
つ
れ
て
卜
も
用
ゐ
ら
れ
る
に
至
り
、
万
葉
時
代

に
は
お
ほ
よ
そ
此
の
両
者
の
間
に
使
用
区
分
が
あ
っ
た
ら
う
と
い
う
見
解
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
こ
こ
は
「
コ
ヲ
ロ
コ

ヲ
ロ
ト
音
を
立
て
か
き
嗚
ら
す
」
意
味
に
取
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

瑞
玉
盃
に
浮
吾
し
脂
落
ち
な
づ
さ
ひ
美
那
許
哀
呂
許
衰
呂
爾
（
雄
略
記
）

も
厚
顔
抄
の
「
槻
ノ
落
ル
時
嗚
ル
声
ナ
リ
」
と
い
ふ
擬
声
的
解
釈
は
正
し

、。
9
>
 か

れ
鈎
を
も
ち
て
そ
の
沈
み
給
ひ
し
処
を
ば
探
り
し
か
ば
そ
の
衣
の
う
ち

な
る
甲
に
繋
り
て
詞
和
羅
嗚
。
か
れ
そ
こ
の
名
を
詞
和
羅
前
と
は
謂
ふ
な

り
。
（
応
神
記
ー
宣
長
訓
ー
）

に
見
え
る
カ
ワ
ラ
も
コ
ヲ
ロ
（
オ
列
乙
類
）
と
同
系
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
詞

和
羅
嗚
を
カ
ワ
ラ
ニ
ナ
リ
キ
と
訓
ん
で
も
カ
ワ
ラ
ト
ナ
リ
キ
と
訓
ん
で
も
差

支
へ
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
擬
音
語
と
し
て
は
卜
を
用
ゐ
た
方
が
確
実
な
表

現
と
な
り
、
ま
た
詞
和
羅
前
の
語
源
を
述
べ
る
に
つ
い
て
も
適
当
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
に
な
る
。
琴
歌
譜
天
人
扶
理
に
も

石
田
は
お
の
を
作
れ
ば
可
和
良
由
良
止
嗚
る

と
あ
る
の
は
、
擬
音
的
表
現
と
し
て
は
後
世
風
で
あ
り
し
か
も
確
実
な
表
現

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
の
ユ
ラ
ト
も

母
由
良
爾
（
神
代
記
）
、
由
良
爾
(
+
•1
1
0
六
五
）

由
羅
良
爾
(
+
さ
・
三
二
四
三
）
多
由
良
爾
（
十
四
•11¥
三
九
一
一
）

多
欲
良
爾
(
+
四
・
三
三
六
八
）
多
由
多
爾
(
+
一
・
ニ
六
三
七
）

等
は
い
づ
れ
も
同
一
系
の
擬
音
語
と
見
ら
れ
、
し
か
も
助
詞
二
の
力
は
こ

れ
を
擬
態
的
に
次
第
に
変
化
し
て
行
っ
た
も
の
の
様
で
あ
る
。

小
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
佐
和
佐
和
爾
な
が
い
へ
せ
こ
そ
：
．．．． 

（
仁
穂

記）笹
葉
に
打
つ
や
霰
の
多
志
陀
志
爾
卒
寝
て
む
後
は
；
…
•
(
允
恭
記
）

に
お
け
る
サ
ワ
サ
ソ
ニ
・
タ
シ
ダ
シ
ニ
が
修
辞
上
擬
音
語
と
擬
態
語
と
を
兼

ね
て
ゐ
る
こ
と
も
こ
の
事
実
の
傍
証
と
な
る
で
あ
ら
う
。

枕
も
衣
世
二
嘆
き
つ
る
か
も
（
十
二
．
―
-
八
八
五
）

負
征
矢
の
曽
与
等
嗚
る
ま
で
嘆
き
つ
る
か
も
（
二
十
•
四
三
九
八
）

は
し
ば
し
ば
卜
と
二
の
相
通
用
す
る
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
所
で
あ
る
が
、

実
は
そ
の
両
者
の
間
に
は
意
味
上
の
区
別
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か

ら
う
か
。
即
ち
前
者
の
場
合
ソ
ョ
は
陳
述
力
を
備
へ
た
用
言
的
な
性
格
の
擬

音
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
枕
が
ソ
ヨ
と
鳴
る
程
度
に
嘆
く
」
意
で
あ
っ

て
、
嘆
く
際
に
実
際
枕
が
ソ
ョ
と
嗚
る
と
い
ふ
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
然

る
に
後
者
の
「
ソ
ョ
と
鳴
る
」
は
こ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
た
場
合
、
実
際
に

「
ソ
ョ
と
い
ふ
七
日
を
立
て
て
嗚
る
」
の
意
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
ニ
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と
卜
の
用
法
は
明
ら
か
に
区
別
が
あ
る
様
に
受
取
ら
れ
る
。
要
す
る
に
多
少

の
例
外
は
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、
助
詞
二
は
擬
態
的
で
助
詞
卜
は
擬
音
的
な

表
現
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
落
着
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り

助
詞
二
は
性
質
状
態
を
内
質
的
に
あ
ら
は
す
が
為
に
、
か
へ
つ
て
そ
の
上
位

語
が
意
味
の
表
現
上
抽
象
集
約
化
さ
れ
る
煩
向
に
あ
っ
て
、
こ
の
事
が
往
々

意
味
の
抽
象
化
さ
れ
た
二
的
副
詞
を
多
数
構
成
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら

う
。
こ
れ
に
反
し
、
卜
は
外
貌
的
で
あ
れ
ば
こ
そ
表
現
上
長
い
語
句
を
あ
る

が
ま
ま
に
|
|
対
話
等
を
そ
の
ま
ま
に
引
用
す
る
如
く
ー
|
提
示
出
来
る
た

め
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
か
へ
つ
て
具
体
的
表
現
が
可
能
に
な
る
頒
向
に

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
我
々
は
助
詞
卜
の
受
け
る
句
を
ま
ざ
ま
ざ
と
正
確
な
も

の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
0

• 

ナ
リ
と
タ
リ
の
関
係
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
区
別
が
出
来
る
。
ナ
リ
が
一

般
の
体
言
を
そ
の
ま
ま
に
指
定
出
来
る
の
は
右
に
述
べ
た
助
詞
二
の
抽
象
化

の
力
で
あ
り
、
修
飾
語
と
被
修
飾
部
の
緊
密
化
に
よ
り
、
ナ
リ
の
形
式
が
容

易
と
な
り
、
畢
覚
存
在
動
詞
の
形
式
化
（
指
定
辞
化
）
が
比
較
的
早
く
完
成

さ
れ
、

C
o
p
u
l
a

の
代
表
と
し
て
の
地
位
を
か
ち
え
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ

ら
う
。
然
る
に
、
タ
リ
は
卜
の
力
に
よ
っ
て
修
飾
部
と
被
修
飾
部
が
遮
ら
れ

て
ゐ
る
為
、
ま
づ
そ
の
語
自
身
の
形
成
す
ら
容
易
で
な
い
上
に
、
ア
リ
は
何

時
ま
で
も
存
在
詞
と
し
て
残
り
、
指
定
表
現
を
形
成
す
る
こ
と
も
容
易
で
な

い
。
然
し
一
旦
体
言
に
接
続
し
て
タ
リ
が
形
成
さ
れ
る
と
卜
の
力
に
よ
っ
て

そ
れ
は
賓
語
を
ま
ざ
ま
ざ
と
眺
め
な
が
ら
指
定
す
る
と
い
っ
た
特
殊
な
表
現

に
な
る
わ
け
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
指
定
辞
タ
リ
の
強
調
的
に
受
け
と
ら
れ
る

原
因
と
な
つ
て
ゐ
る
所
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
の
体
言
は
長
い
具
体
的

な
表
現
で
あ
る
句
の
最
も
短
い
形
式
と
考
へ
れ
ば
よ
い
。
然
も
そ
の
場
合
の

体
言
は
状
態
性
（
資
格
）
概
念
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
。
森
重
氏
は
『
に
、

と
』
両
助
辞
が
そ
の
心
の
色
合
を
異
に
し
つ
つ
逆
に
同
じ
格
を
も
構
成
す
る

統
合
句
格
に
お
け
る
卜
と
二
の
関
係
は
、
共
に
判
断
表
現
と
し
て
近
似
の
所

5
 

が
あ
る
。
」
と
云
は
れ
る
が
、
対
立
的
に
引
離
さ
れ
た
「
ト
・
ア
リ
」
が
「
ニ

ア
リ
」
と
同
様
に
「
タ
リ
」
に
融
合
出
来
た
と
い
ふ
こ
と
は
多
少
と
も
ト
ア

リ
が
ニ
ア
リ
に
近
似
し
た
表
現
と
し
て
一
方
で
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
証
左
で

あ
る
と
考
へ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ら
う
か
。
要
す
る
に
そ
の
際
に
お
け
る
差
は

ナ
リ
は
エ
ト
ス
的
で
あ
り
、
タ
リ
は
パ
ト
ス
的
で
あ
る
と
い
ふ
程
度
の
も
の

で
は
な
か
ら
う
か
。

註

U

H
本
文
法
論
一

1

一
五
六
。
ヘ
・
五
六
九
。
へ
参
照
。

幻
森
重
敏
氏
句
格
・
言
•
第

1一
係
語
ー
上
代
の
辞
「
と
、
て
」
ー

（
國
語
・
國
文
十
九
、
一
・
七
。
へ
参
照
。
）

①
山
田
孝
雄
博
士
奈
良
朝
文
法
史
一
11

―
1

一
九
。
へ
参
照
。

武
田
諒
吉
博
士
万
葉
集
全
註
繹
別
巻
言
語
篇

1

一
七
八
。
へ
に
万
葉

集
中
の
副
詞
を
類
別
し
て
載
せ
て
あ
る
。

心
奈
良
朝
文
法
史
一
1l

―
1

一
九
。
へ
参
照
。

の
註
幻
に
同
じ
。

平
安
朝
以
後
に
お
け
る
タ
リ
の
用
例
と
し
て
は

す
み
と
げ
む
庵
た
る
べ
く
も
見
え
な
く
に
な
ほ
ほ
ど
も
な
き
身
を
こ
が
す

ら
ね
（
六
帖
、
六
、
物
名
）

五
月
の
あ
か
つ
告
に
せ
う
と
た
る
人
外
よ
り
来
て
（
蜻
蛉
下
）

の
二
つ
が
一
般
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
蜻
蛉
日
記
の
「
た
る
」
は
「
な

る
」
（
上
野
図
書
館
一
本
）
と
あ
る
異
本
が
存
す
る
為
に
、
適
例
と
は
い
ヘ

な
い
し
、
叉
六
帖
の
歌
は
、
既
に
あ
ゆ
ひ
抄
が
注
意
し
て
ゐ
る
様
に
「
ほ
た

る
（
螢
）
」
の
物
名
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
為
．
特
別
な
性
格
の
も
の
で
あ
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巻次用例 ． 
I_ I 

'0  
... 

天 1- I 
2 

竺ぃ ： 
震 i五 I

゜旦芦--2 

部；七~
I 
i几 6
I 
＇十 3 '

+- 2 

I三□」
i十三 2 

本
十四 4 

1 十五 1 ' 
！十六 0 

i十七 2 

十九 1 

二十〗
朝二十二 〇

＇二十三 0 

l二十四―i―!
I二十五 1 
I 
二十六 。
I ―--

麟
二十七 。
-=十八 1 

二十九 〇

＇ ! =:+ 0 l__c___C__ 
：：：：：十ー 。, - - ''  

丘r- I 34 

る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
例
は
タ
リ
の
正
常
な
形
と
見
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
タ
リ
は
平
安
朝
に
お
け
る
純
正
な
国
文
詠
の
語
で
は
な
い
。
こ
れ
が
一

般
の
散
文
に
現
は
れ
る
の
は
和
漢
混
交
の
華
し
さ
を
加
へ
た
鎌
倉
以
後
を
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヵ
ヽ
ル
名
人
智
痣
ノ
人
タ
リ
ト
一
云
ヘ
ド
モ
人
間
ノ
八
苦
未
”
免
（
延
慶
本

平
家
）

蓮
台
野
ノ
東
に
蒼
々
タ
ル
小
松
原
ア
リ
（
右
同
）

等
戦
記
物
等
は
も
と
よ
り
、
漠
文
訓
読
の
影
響
の
強
い
十
訓
抄
（
流
布
本
）
等

に

も

そ

の

例

に

遭

遇

す

る

。

．

讃
仏
乗
の
縁
た
り
（
序
）

範
永
朝
臣
蔵
人
た
る
時
の
歌
（
一
ノ
五
七
）

即
ち
世
を
治
む
る
器
た
り
き
（
三
ノ
一
六
）

檻
行
肉
食
の
人
た
る
由
（
四
ノ
七
）

胡
越
も
昆
弟
た
り
（
六
ノ
一
五
）

君
た
れ
と
も
臣
た
れ
と
も
（
五
ノ
一
二
）

作
文
の
序
者
た
り
け
る
に
（
九
ノ
六
）

古
今
の
歌
た
る
に
よ
り
て
(
+
ノ
六
）

未
然

連
用

終
止

連
体

4
 

16 12 2
 

連
用
二
、
終
止
―
-
、
連
体
三
、
已
然
一
一
の
僅
か
八
例
で
あ
る
。
徒
然
草
に
も

日
暮
れ
途
遠
し
吾
が
生
既
に
躁
詑
た
り
。
（
一
―
―
―
)

の
形
容
動
詞
の
例
が
一
っ
見
え
る
。

今
昔
物
語
集
に
は
タ
リ
の
用
例
が
僅
少
で
、
舎
利
弗
和
上
タ
リ
（
一
・
十

七
）
士
兵
タ
ル
者
(
+
七
・
四

0
)
等
約
十
例
に
終
止
・
連
体
の
二
形
が
見

ら
れ
、
他
は
多
く
ト
ア
リ
の
形
で
出
て
ゐ
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。

波
羅
奈
国
二
生
レ
テ
長
者
ノ
子
卜
有
リ
キ
（
ニ
・
）

更
に
我
レ
世
二
有
ル
人
卜
不
有
ジ
(
+
•
一
）

百
年
友
卜
有
ル
人
ノ
家
二
行
ク
（
九
・
十
二
）

及
び
運
用
形
に
準
ず
る
形
と
し
て

一
ノ
国
ノ
王
ト
シ
テ
此
ノ
国
二
在
セ
（
三
・
十
一
）

の
ト
シ
テ
及
び
之
に
「
有
リ
」
が
結
合
し
た
形

成
宮
ヲ
討
取
テ
国
王
ト
シ
テ
有
リ
(
+
•
三
）

叉
「
云
フ
」
が
形
式
化
し
て
連
体
形
に
準
じ
た
形
と
し
て

此
ハ
天
河
卜
云
フ
所
也
(
+
•
四
）

の
様
な
「
ト
イ
フ
」
と
い
う
語
も
考
へ
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
丹
鶴
叢
書
本
に

よ
っ
て
「
ト
ア
リ
」
（
各
活
用
形
一
二
十
四
例
）
の
分
布
を
表
に
示
せ
は
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右
の
如
く
に
な
り
、
特
に
漢
文
調
の
色
彩
の
濃
厚
な
巻
々
に
多
い
こ
と
に
よ

つ
て
も
そ
の
性
格
が
想
像
で
き
る
。
恐
ら
く
、
今
昔
に
見
え
る
体
言
に
接
続

し
た
ト
ア
リ
は
タ
リ
と
同
価
値
に
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
を

多
く
融
合
さ
せ
ず
に
通
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
「
タ
リ
」
の
持
つ
指
定
辞

と
し
て
の
特
殊
性
を
排
し
、
な
る
べ
く
和
文
調
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
作

為
的
な
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
然
し
連
用
形
ト
ア
リ
が
有

勢
な
る
に
反
し
タ
リ
は
劣
勢
、
反
対
に
連
体
形
ト
ア
ル
が
劣
勢
な
る
に
反
し
・

タ
ル
は
有
勢
で
あ
る
こ
と
が
―
つ
の
特
色
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
純
国
文
は
も
と
よ
り
和
漠
混
交
の
匂
い
の
感
ぜ
ら
る
文
に
お

い
て
も
タ
リ
を
指
定
辞
と
し
て
用
ゐ
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
時
代
を
下
ら
な
い
限

り
自
由
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

.

醜
つ
て
我
が
上
代
に
お
け
る
タ
リ
の
素
形
と
し
て
の
「
ト
ア
リ
」
は
い
か

に
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
か
、
主
と
し
て
万
葉
及
び
続
紀
宜
命
の
用
例
を
調
べ
て

見
よ
う
と
思
ふ
。

な
か
な
か
に
人
跡
不
在
は
桑
子
に
も
成
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り

（
十
二
．
―
―

¥
O
八
六
）

な
か
な
か
に
人
跡
不
在
者
酒
壷
に
成
り
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む
（
三

•
三
四
一
―
一
）

世
の
中
は
空
物
跡
将
有
登
曽
こ
の
照
る
月
は
満
ち
闘
け
し
け
る
（
三
・

四
四
二
）

真
鉤
持
ち
弓
削
の
河
原
の
埋
木
の
あ
ら
は
る
ま
じ
き
事
等
不
有
君
（
七
・

一
三
八
五
）

鼻
び
し
び
し
に
志
可
登
阿
良
農
骸
か
き
撫
で
て
…
…
（
五
・
八
九
二
）

皆
ト
ア
ラ
と
い
ふ
未
然
形
の
例
で
あ
っ
て
、
殆
ど
が
こ
れ
に
よ
っ
て
占
め
ら

れ
て
ゐ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
こ
れ
に
準
じ
て
考
へ
て
よ
い
も
の
は

：
何
時
は
し
も
不
恋
時
等
者
不
有
友
(
+
三
・
三
三
二
九
）

等
で
あ
ら
う
。
尤
も
右
の
例
は
ジ
カ
ト
ア
ラ
文
と
共
に
存
在
の
意
が
強
く
あ

ら
は
れ
て
純
粋
に
指
定
化
し
て
は
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。
ま
た
コ
ト
ト
ア
ラ

ナ
ク
ニ
は
元
暦
本
「
等
」
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
諸
本
「
爾
」
で
あ
る
か
ら

こ
れ
は
確
実
な
用
例
と
は
な
り
得
な
い
。
さ
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
一
群
の
中
で

ト
ア
ラ
の
例
は
更
に
減
少
す
る
可
能
性
も
持
つ
。

伊
加
登
伊
可
等
有
吾
屋
爾
百
枚
剌
し
生
ふ
る
橘
玉
に
貫
く
（
八
・
一
五

0
七）

連
体
形
ト
ア
ル
の
例
で
あ
る
が
、
右
に
準
じ
て
一
種
の
指
定
辞
（
形
容
動
詞
）

と
見
て
よ
い
。
更
に

天
離
る
夷
等
之
在
者
そ
こ
こ
こ
も
同
じ
心
ぞ
…
…
(
+
九
•
四
一
八
九
）

が
あ
っ
て
右
に
準
ぜ
ら
れ
る
。
ト
ア
リ
を
中
心
と
し
た
用
例
は
ナ
リ
の
胚
胎

す
る
ニ
ア
リ
の
場
合
と
比
較
す
る
と
余
り
に
少
い
の
に
一
驚
す
る
。
こ
れ
に

は
卜
助
詞
の
発
生
が
遅
れ
て
ゐ
た
と
か
、
そ
の
用
法
が
十
分
に
発
達
し
な
か

っ
た
為
と
か
、
種
々
な
理
由
が
付
け
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
寧
ろ
ト
ア
リ
と

い
ふ
表
現
の
特
殊
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
特
に
そ
の
用
例
の
多

く
が
大
伴
旅
人
や
家
持
等
が
中
心
と
な
る
後
期
に
固
集
し
て
ゐ
る
こ
と
も
面

白
い
。
連
用
形
に
準
ず
る
ト
シ
テ
は
案
外
に
少
く
確
実
な
も
の
は

奨
山
の
檜
の
板
戸
を
等
抒
登
之
氏
わ
が
開
か
む
に
入
り
来
て
な
さ
ね
…

（
十
四
・
三
四
六
七
）
~
~

ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
も
ト
ド
と
い
ふ
音
声
を
指
示
強
調
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
特
殊
な
例
で
あ
る
。
ニ
シ
テ
の
例
が
存
在
及
び
指
定

の
両
面
を
含
め
て
多
い
の
に
対
し
て
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
前
項
に
お
い
て
述
べ
た
指
定
辞
と
し
て
の
ト
ア
リ
が
持
つ
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
一
種
独
特
の
も
の
で
、
こ
の
用
法
は
少
く
と
も
正
規
の
和
文
に
お

い
て
は
余
り
発
達
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
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1

1

2

1

2

2

1

4

1

 

二

七

十

士

―

―

+

〈

共

げ

九

州

空

一

虫

写

の
如
く
後
期
に
至
る
ほ
ど
頻
度
が
益
す
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
他
万
葉
で
は
「
ト
イ
フ
」
の
「
イ
フ
」
が
形
式
化
し
て
指
定
辞
と
し

て
の
性
格
に
近
付
い
た
も
の
が
あ
る
。

い
か
に
し
て
忘
れ
む
物
ぞ
恋
云
物
乎
（
八
・
一
六
―
―
九
）

天
地
の
神
を
も
我
者
祈
り
て
き
恋
云
物
者
か
つ
て
止
ま
ず
げ
り
(
+
―
―
-
•

三
三

0
八）

等
に
見
ら
れ
る
コ
ヒ
ト
イ
フ
モ
ノ
と
い
う
熟
語
が
七
例
出
て
来
る
。
こ
れ
は

コ
ヒ
ト
ア
ル
モ
ノ
と
置
含
換
へ
ら
れ
る
程
化
相
互
に
意
味
が
近
く
な
っ
て
ゐ

る
と
考
へ
ら
れ
る
。
続
紀
宣
命
で
は

夫
臣
下
等
云
物
波
君
に
随
ひ
て
浄
＜
貞
か
に
明
き
心
を
以
て
君
を
助
け
護

り
（
四
十
四
）

此
帝
乃
位
止
云
物
波
天
の
授
け
給
は
ぬ
人
に
授
け
て
は
保
つ
こ
と
も
得
ず

（
四
十
五
）

の
如
吾
二
例
を
見
る
。

ー

「
ト
イ
フ
」
と
「
ト
ア
リ
」
と
は
そ
の
結
合
し
た
動

ー写五

次
に
続
紹
宜
命
で
は

帝
直
仕
己
止
方
得
む
と
勅
り
給
ひ
き
（
二
十
几
）

の
連
体
形
の
一
例
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
ニ
ア
リ
の
例
が
多
い
の
に
反

し
て
僅
少
で
あ
る
、
美
麻
斯
乃
父
止
坐
天
皇
乃
（
五
）
等
も
之
に
準
ず
べ
苔

も
の
で
あ
る
が
今
は
ト
ア
リ
の
例
の
み
に
限
る
。
ト
シ
テ
は
万
葉
の
例
よ
り

は
多
い
の
で
あ
つ
て
、

今
も
ま
た
朕
が
暉
止
為
而
（
二
）
以
下

法
の
ま
A

に
あ
る
べ
き
政
止
志
氏
（
五
五
）

ま
で
の
中
に
十
七
例
を
拾
ひ
得
る

四

詞
の
意
味
が
本
来
異
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
簡
単
に
等
価
値

の
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
に
は
問
悶
か
あ
る
炉
、
右
の
様
な
例
は
比
較
的
近
接

し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
あ
ゆ
ひ
抄
が
「
何
た
り
」
に
つ
い
て
（
と
い
ふ

て
あ
る
）
と
解
い
た
事
も
想
起
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。

和
文
に
お
け
る
右
の
様
な
蓼
々
た
る
ト
ア
リ
の
用
例
で
タ
リ
の
形
成
が
予

想
さ
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
を
如
何
な
る
後
世
の
タ
リ
に
結
び
つ

け
て
考
察
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う
か
。
す
べ
て
は
不
可
能
と
い
ふ
よ
り
致

し
方
な
い
。

註
今
昔
招
語
集
の
ク
リ
の
用
例
は
多
少
問
題
の
も
の
が
あ
り
、
今
は
概

数
に
と
ゞ
め
た
。

指
定
辞
タ
リ
の
出
現
を
純
国
文
体
の
中
に
求
め
る
こ
と
は
、
用
例
が
少

く
、
そ
れ
も
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
表
現
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
思
ふ
時
、

甚
だ
期
待
薄
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
後
世
の
和
淡
混
交
体
の

中
に
お
い
て
観
察
す
る
こ
と
は
余
り
に
遅
き
に
失
す
る
。
た
だ
助
詞
の
卜
お

よ
び
二
が
い
か
な
る
性
質
で
、
い
か
に
用
ゐ
ら
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
上
代

文
献
に
照
合
し
て
予
備
的
に
敷
理
し
て
お
く
こ
と
は
さ
し
て
無
駄
で
は
な
か

っ
た
と
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
タ
リ
の
本
領
は
漢
文
訓
読
の
中
に
い
は
ゆ
る
訓
点
語
と
し
て

存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
叫
ち
訓
読
上
に
タ
リ
が
出
現
す
る
の
は
今
日
の
汽
料

か
ら
は
智
恩
院
蔵
大
唐
一
二
蔵
玄
装
法
師
表
啓
古
点
を
以
て
最
古
と
す
る
。
こ

の
点
本
は
近
時
複
製
版
が
出
る
由
で
あ
る
し
、
既
に
大
矢
透
博
士
（
仮
名
造

及
仮
名
宇
体
沿
革
史
料
の
中
の
第
一
一
番
目
に
略
述
）
吉
沢
義
則
博
士
（
園
語

国
文
の
研
究
）
築
島
裕
氏
（
訓
点
語
と
訓
点
資
料
第
四
集
）
遠
藤
桑
某
博
士
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（
国
語
国
文
二
十
四
ノ
十
一
）
中
田
祝
夫
氏
（
漠
文
教
室
第
三
十
号
、
部
分

的
に
は
古
点
本
の
国
語
学
的
研
究
中
に
屡
々
引
用
）
及
び
山
田
忠
雄
氏
（
国

語
学
二
十
八
輯
）
等
に
よ
っ
て
そ
の
全
文
及
び
訓
読
文
が
既
に
公
表
さ
れ
て

ゐ
る
。
今
こ
の
資
料
に
つ
い
て
タ
リ
を
考
察
す
る
に
つ
い
て
も
右
の
先
学
数

氏
に
よ
る
学
恩
に
負
ふ
所
絶
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

ー

本
成
は
大
矢
博
士
は
弘
仁
承
和
頃
の
加
点
で
あ
る
と
推
し
て
を
ら
れ
る

が
、
ヲ
コ
ト
点
は
中
田
氏
の
所
謂
第
三
群
点
（
三
論
宗
系
）
タ
リ
の
点
は
口
に

あ
っ
て
、
各
活
用
形
共
用
で
あ
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
点
本

の
訓
読
上
の
特
色
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
よ
う
に
文
選
読
み
の
多
い
こ
と
で

2
 

あ
るヰ

ス
イ

蔵
葵
ト
サ
カ
（
ん
）
ナ
リ
（
十
二
行
目
）
慨
然
と
は
ゲ
ミ
キ
(
+
七
）
奉

進
ト
タ
テ
マ
ツ
リ
キ
（
二
十
六
•
五
十
二
）
贖
ト
オ
ギ
ロ
ナ
リ
（
三
十
九

）
流
離
（
と
は
な
）
レ
（
四
十

11)
歴
覧
と
ミ
メ
グ
レ
バ
（
四
十
五
）
概

然
（
と
）
ツ
ッ
シ
ミ
（
五
十
六
）
踊
躍
（
と
）
ア
カ
リ
（
百
七
）
歓
喜
と

ヨ
（
ろ
こ
）
ヒ
ヨ
（
ろ
）
コ
（
ぶ
る
）
こ
と
（
百
七
）

憤
（
の
）
い
き
（
ど
ほ
り
）
（
十
七
）

補
読
（
濁
瓜
を
含
む
）
の
多
い
部
分
は
問
題
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
以
上

の
如
き
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
築
島
氏
は
こ
の
や
う
な
文
選
読
み
に
つ
い
て

「
字
音
語
」
を
国
文
語
と
し
て
取
り
入
れ
る
た
め
の
一
様
式
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
字
音
語
＋
卜
＋
ア
リ
」
の
基
本
型
の
ア
リ
の
部
分
に
実
質
用
言
を
代
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
字
音
語
が
和
語
の
修
飾
格
に

立
ち
な
が
ら
一
方
実
質
的
に
は
（
少
く
と
も
平
安
時
代
に
は
）
字
音
が
主
で

和
語
が
従
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
こ
れ
は
例
に
よ
っ

て
透
徹
し
た
論
考
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
を
し
て
更
に
贅
言
を
弄
さ
せ
て
頂

く
な
ら
ば
、
文
選
読
み
に
お
い
て
助
詞
卜
が
そ
の
主
役
を
演
ず
る
と
い
ふ
こ

と
は
ま
こ
と
に
意
義
深
い
こ
と
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た
格
助

詞
卜
の
機
能
を
持
つ
て
来
れ
ば
、
卜
は
字
音
語
と
、
そ
の
訓
で
あ
る
和
語
と

を
分
離
遮
断
し
て
字
音
語
を
以
て
修
飾
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
修
飾
の

仕
方
は
森
重
氏
も
い
は
れ
た
よ
う
に
、
状
態
的
で
あ
っ
て
こ
れ
が
取
り
も
な

ほ
さ
ず
文
選
読
の
別
名
と
し
て
「
か
た
ち
よ
み
」
な
る
も
の
が
あ
る
所
以
で

も
あ
ら
う
。
然
も
か
か
る
修
飾
の
仕
方
は
一
方
で
は
字
音
語
の
外
貌
（
文
字

と
発
音
）
を
ま
ざ
ま
ざ
と
読
者
に
印
象
づ
け
る
こ
と
に
お
い
て
格
好
な
存
在

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
築
島
氏
の
字
音
語
が
主
で
和
語
が
従
に
な
り
得

る
と
い
ふ
こ
と
は
こ
れ
偏
に
卜
の
力
に
よ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
「
字
音
語
十
二
十
ア
リ
」
の
形
よ
り
も
更
に
印
象
的
で

あ
り
、
力
強
さ
を
持
ち
、
学
習
者
の
暗
誦
に
も
便
利
で
あ
っ
た
に
違
ひ
な

い
。
漢
文
訓
読
に
お
け
る
タ
リ
の
発
生
の
契
機
も
こ
の
様
な
字
音
語
に
対
す

る
特
殊
な
注
意
の
喚
起
と
い
ふ
面
を
担
つ
て
ゐ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ら
う
。
文
選
読
み
は
こ
の
様
な
指
定
辞
タ
リ
形
成
上
の
副
産
物
と
云
つ

て
も
過
百
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
、
三
蔵
法
師
表
啓
に
は

ヒ

栄
々
た
る
（
二
十
八
）
洞
々
た
る
（
二
十
八
）
区
々
た
る
（
八
十
五
）
霰

々
た
る
（
八
十
四
）

水
千

麗
涎
た
れ
ド
モ
（
四
十
五
）
推
遷
タ
リ
（
四
十
六
）

二
紀
た
ら
マ
ク
（
の
）
ミ
（
四
十
六
）

経

た

る

途

た

る

（

百

一

）

＇

の
如
き
指
定
辞
タ
リ
（
形
容
動
詞
を
含
む
）
が
見
ら
れ
、
そ
の
殆
ど
が
字
音

語
に
発
達
寄
生
し
て
ゐ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
和
訓
語
で
は
最
後
の
「
途

た
る
」
が
多
分
該
当
す
る
の
で
あ
ら
う
。
活
用
形
の
上
か
ら
観
察
す
れ
ば
連

体
形
が
多
い
と
い
ふ
特
色
を
持
つ
て
ゐ
る
。
タ
リ
は
ま
づ
タ
ル
と
い
ふ
連
体

修
飾
語
の
機
能
を
持
つ
て
生
れ
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
し
こ
の
点
で
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は
ナ
リ
や
継
続
の
タ
リ
に
も
同
じ
こ
と
が
い
へ
る
様
で
あ
る
。
と
も
あ
れ

「
タ
ラ
マ
ク
」
も
準
連
体
形
と
考
へ
に
場
合
、
残
る
も
の
は
已
然
形
タ
ウ
ト

モ
、
終
止
形
タ
リ
で
あ
る
。
然
し
て
融
合
し
な
い
形
と
し
て
は
別
に
「
婆
陀

と
あ
れ
ど
も
」
（
四
十
五
）
の
已
然
形
の
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

融
合
の
強
度
は
可
な
り
大
で
あ
っ
て
、
大
体
こ
の
点
本
に
関
す
る
限
り
斉
一

に
起
つ
て
ゐ
た
と
考
へ
て
も
よ
い
や
う
で
あ
る
。

文
選
読
み
の
行
は
れ
る
所
タ
リ
が
そ
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
平
安
朝
に
お

け
る
他
の
資
料
に
照
合
し
て
も
云
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
中
田
、
築
島

両
氏
の
調
査
さ
れ
た
高
山
寺
所
蔵
弥
勒
上
生
経
賛
の
初
期
朱
点
及
び
白
点
に

は
文
選
読
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
白
点
の
場
合
「
七
支
（
ノ
）
戒
（
タ
ル
）
-

身
」
、
三
十
六
億
万
歳
（
タ
ル
）
ヲ
者
」
と
い
ふ
連
体
形
の
例
が
存
す
る
こ

ヽ
94
 

と
が
報
告
さ
れ
て
ゐ
る
。
中
期
以
後
の
点
本
に
タ
リ
の
現
れ
る
こ
と
は
大
し

て
閻
頚
に
な
ら
な
い
が
、
文
選
読
み
の
存
す
る
資
料
に
つ
い
て
わ
た
く
し
の

調
べ
た
も
の
を
二
、
一
二
示
せ
ば

真
福
寺
蔵
将
門
記
承
餓
一

1

一
年
点

、

ヴ

n

セ
ム

践
思
ト
フ
ミ
ハ
タ
カ
リ
テ
・
瀕
紙
ト
ク
チ
ヒ
ゾ
ム
テ
（
髪
真
ノ
ヤ
モ
メ

．
孤
独
ノ
ヤ
モ
メ
）

事
毎
に
蒙
蒙
タ
リ
（
毎
事
朦
朦
）
・
将
門
虜
獲

ti
（
為
将
門
魔
獲

サ
マ
ク
ゲ

也
）
将
門
天
之
所
与
タ
ル
既
在
武
芸
ニ
・
物
ノ
防
タ
リ
（
為
物
防
）

神
田
本
文
集
巻
三
天
永
四
年
点
・

聴
（
く
）
者
耳
を
頻
（
け
て
）
心
蓼
々
た
り
（
聴
者
以
耳
心
蓼
々
）

（
五
絃
弾
）

誕
々
切
々
と
し
て
復
錯
々
た
り
（
凄
々
切
々
復
鋒
々
）

同
巻
四
天
永
四
年
点

沈
々
た
る
海
底
歴
々
た
る
生
珊
瑚
（
澗
底
桜
）

（
同
上
）

4) 3) 
爛
々
た
る
百
枝
燈
燐
た
る
照
地
（
牡
丹
芳
）

風
颯
々
タ
リ
（
ト
シ
テ
）
、
雨
粛
々
タ
リ
（
隋
堤
柳
）

草
茫
々
タ
リ
蒼
々
タ
リ
（
草
茫
々
）

観
智
院
蔵
唐
大
和
上
東
征
伝
墨
点

班
々
ト
マ
タ
ラ
ニ
シ
テ

独
り
化
主
タ
リ
（
独
意
化
主
）
、
抜
粋
シ
テ
世
ノ
師
範
タ
ル
者
（
抜
粋

焉
世
師
範
）
、
各
一
方
二
在
テ
世
二
法
タ
ル
群
生
ヲ
導
化
ス
（
各
狂
一

方
法
於
世
導
化
群
生
）
、
誰
ヵ
復
駆
籠
タ
ラ
ム
（
駆
籠
ヲ
ナ
サ
ム
）

（
誰
復
為
駆
籠
）

｀
島
氏
が
既
に
指
摘
さ
れ
た
例
は
省
い
た
。
こ
の
他
に
ト
シ
テ
一

の
例
が
多
く
出
て
い
る
が
、
そ
れ
も
省
い
た
。

右
は
一
端
に
過
ぎ
な
い
。
総
じ
て
畳
宇
に
よ
る
宇
音
熟
語
は
文
選
読
み
に
す

る
こ
と
が
少
く
、
直
接
タ
リ
・
タ
ル
等
に
接
続
す
る
頼
向
が
強
い
。
そ
の
意

味
で
形
容
動
詞
の
タ
リ
活
用
は
多
く
こ
の
様
な
畳
字
を
受
け
た
形
が
古
く
か

ら
発
達
し
て
い
る
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
掲
げ
た
三
蔵
法
師
表
啓
の
用
例

に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

註
り
仮
名
遣
及
仮
名
字
体
沿
革
史
料
第

1

一
葉
参
照
。

勾
築
島
裕
氏
智
恩
院
蔵
大
崩
一

1

一
識
玄
奨
法
師
表
啓
古
点
（
訓
点

語
と
訓
点
秀
料
第
四
輯
竺
1
1
•
1一四
。
へ
参
照
。
）
．

築
島
裕
氏
文
選
讀
考
（
國
語
と
國
文
學
―
―
六
・
十
一
•
一
＝
九
ぺ

•
四
1
-。
へ
参
照
。
）

中
田
説
夫
氏
古
訓
点
の
國
語
學
的
研
究
吾
一
四
。
ヘ
・
九
四
〇

。
へ
参
照
。
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大
矢
博
士
の
仮
名
沿
革
史
料
で
は
彼
の
三
蔵
法
師
表
啓
古
点
に
次
い
で
第

三
葉
が
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
点
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
古
点
に

も
タ
リ
が
既
に
四
十
数
例
出
て
ゐ
る
。
前
者
が
三
蔵
法
師
の
皇
帝
に
対
す
る

表
啓
文
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
純
正
な
る
仏
典
の
漢
訳
文
で
あ
る
か
ら

そ
の
文
の
性
格
が
大
い
に
違
ふ
こ
と
は
も
と
よ
り
、
訓
読
態
度
も
非
常
に
異

な
る
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
文
選
読
み
の
如
き
特
殊
な
訓
法
は
最
勝
王
経
に

は
な
い
し
、
正
統
な
由
緒
正
し
い
、
そ
れ
だ
け
に
古
風
な
訓
法
で
あ
る
と
い

へ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
最
も
著
し
い
点
と
し
て
、
タ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
の
類
が
ま
だ
あ
ら

は
れ
て
ゐ
ず
、
す
べ
て
後
世
タ
リ
語
尾
を
使
ふ
の
が
例
に
な
っ
て
ゐ
る
状
態

を
あ
ら
は
す
漢
語
は
二
系
の
ナ
リ
で
あ
ら
は
さ
れ
る
。

忽
然
に
泰
然
に
虚
然
に
端
然
に

了
々
に
（
畳
音
語
）

赫
突
な
る

等
の
如
く
で
あ
る
。
「
寂
静
安
楽
た
る
」
(
+
九
・
ニ
十
二
）
も
別
訓
及
び

永
長
点
で
は
ニ
シ
テ
ま
た
は
ニ
テ
と
指
定
の
ナ
リ
系
に
読
ま
れ
て
ゐ
る
事
に

鑑
み
て
も
形
容
動
詞
で
は
な
く
一
般
体
言
を
指
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
明

ら
か
で
あ
る
。
即
ち
最
勝
王
経
古
点
の
タ
リ
は
純
然
な
る
指
定
辞
と
し
て
で

あ
つ
て
、
形
容
動
詞
の
タ
リ
活
用
は
ま
だ
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
三

蔵
法
師
表
啓
の
場
合
と
比
較
し
て
訓
読
上
の
態
度
性
格
か
ら
来
る
相
異
点
で

あ
ら
う
°
表
啓
が
ど
ち
ら
か
と
い
へ
ば
派
手
な
新
し
い
訓
法
を
と
つ
て
ゐ
る

の
に
対
し
て
、
最
勝
王
経
で
は
極
め
て
真
面
目
な
伝
統
的
な
訓
法
が
と
ら
れ

て
ゐ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
二
そ
こ
が
仏
典
と
一
般
漢
籍
に
対
す
る
取
扱
ひ
の
相

五

異
、
即
ち
訓
法
の
相
異
と
な
っ
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
殆
ど
時
代
を
同
じ
く
し
て
最
勝
王
経
に
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
ひ

の
名
残
が
認
め
ら
れ
る
の
に
表
啓
に
は
全
然
そ
れ
が
な
く
、
ま
た
今
述
べ
た

や
う
に
形
容
動
詞
タ
リ
活
用
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
相
当
数
こ
れ
を

認
め
ら
れ
る
と
い
ふ
事
実
は
、
こ
の
両
者
の
性
格
、
特
に
訓
読
態
度
更
に
は

施
点
の
時
代
と
い
ふ
こ
と
に
至
る
ま
で
大
き
な
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
や

う
な
気
が
す
る
。
次
に
最
勝
王
経
古
点
に
見
え
る
指
定
辞
タ
リ
の
用
例
を
列

記
し
、
加
ふ
る
に
永
長
点
及
び
石
山
寺
旧
蔵
本
金
光
明
最
勝
王
経
の
訓
を
以

つ
て
対
照
し
て
示
さ
う
と
思
ふ
。

0

最
も
清
浄
に
し
て
甚
深
な
る
法
界
の
諸
仏
（
の
）
〔
之
〕
境
た
る
如

来
の
所
居
に
在
し
き
（
一
ノ
一
）
（
永
長
点
同
じ
。
石
山
経
施
さ
ず
o)

切
惣
持
し
て
自
在
に
王
た
る
菩
薩
（
永
長
点
、
石
山
経
施
点
な
し
o)

⑱
大
弁
に
荘
厳
（
せ
）
ラ
レ
て
す
る
に
王
た
る
菩
薩
（
永
長
点
、
石
山

経
施
点
な
し
o)

0

竪
王
た
る
菩
薩
と
歓
喜
（
せ
し
）
む
ル
に
高
王
な
る
菩
薩
（
永
長

点
、
石
山
経
施
点
な
し
。
）

伺
大
雲
の
華
樹
王
た
る
菩
薩
、
大
雲
の
青
蓮
華
香
た
る
菩
薩
、
大
雲
の

宝
施
檀
香
清
涼
身
た
る
菩
薩
と
…
・
:
」
（
永
長
点
、
石
山
経
施
点
な
し
o)

⑱
常
に
無
量
の
楽
を
与
フ
ル
と
一
切
智
の
根
本
た
る
と
諸
の
功
錮
を
モ

チ
テ
荘
厳
せ
る
と
を
演
（
べ
）
む
（
永
長
点
、
石
山
経
共
に
タ
ル
）

り
法
身
の
是
と
正
覚
た
る
法
界
の
即
如
来
な
る
此
レ
の
い
是
レ
仏
の
真

身

な

り

・

・

法
身
は
是
正
覚
な
り
（
永
長
点
、
石
山
経
)

⑱
五
孟
色
は
真
実
の
無
差
別
の
相
た
る
平
等
の
法
身
を
証
得
（
し
）

た
ま
ヘ
ル
故
に
（
一
ノ
ニ
）
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無
差
別
相
た
る
（
永
長
点
）
無
差
別
ノ
相
ノ
（
石
山
経
）

⑱
一
一
身
タ
ル
ニ
為
（
ル
）
が
故
に
浬
槃
に
住
せ
ず
（
ニ
ノ
―
―
―
)

二
身
ノ
為
ノ
故
に
（
永
長
点
・
石
山
）

⑩
何
の
故
二
ニ
身
た
る
カ
ラ
ニ
涅
槃
に
住
（
せ
）
ヌ

0
小
J

二
身
の
不
住
涅
槃
（
永
長
点
）
二
身
の
涅
槃
に
住
タ
マ
ハ
ザ
ル
（
石
山
）

⑩
是
の
故
に
一
一
身
た
る
カ
ラ
に
涅
槃
に
住
せ
ず
〔
不
〕

二
身
の
不
住
涅
槃
（
永
長
点
）
二
身
は
浬
槃
に
住
せ
ず
（
石
山
）

⑬
法
身
タ
レ
ど
も
一
一
に
（
あ
ら
）
ず
二
不
〕

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
法
身
は
不
二
な
り
（
石
山
）

⑬
滅
と
道
の
為
に
本
た
り
故
に

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
滅
道
の
本
為
る
が
故
に
（
石
山
）

⑩
演
説
甚
深
の
経
た
る
最
勝
金
光
明
の
能
ク
諸
の
悪
業
を
除
（
せ
し
）

メ
た
ま
ふ
こ
と
（
ニ
ノ
四
）
（
永
長
点
、
石
山
経
施
点
な
し
。
）

⑮
四
者
（
為
）
浄
玄
界
た
る
心
の
垢
を
サ
ヘ
鋼
除
す
る
が
故
に
（
四
ノ

五）

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
四
者
法
界
を
浄
ク
セ
む
が
為
に
（
石
山
）

佃
一
二
者
一
切
の
相
を
過
ぎ
た
る
心
が
本
た
る
真
如

過
ぎ
て
心
が
本
た
る
真
如
の
（
永
長
点
）

過
ぎ
タ
ル
心
の
本
た
る
真
如
の
（
石
山
）

仰
生
死
の
過
失
た
る
と
浬
槃
の
功
微
た
る
と
に
は

生
死
の
過
失
と
湮
槃
の
功
徳
と
（
永
長
点
・
石
山
）

⑬
能
ク
菩
提
た
る
仏
の
十
力
と
四
無
所
畏
と
不
共
法
と
の
等
キ
を

能
ク
菩
提
に
し
て
仏
ノ
十
力
と
（
永
長
点
）
能
ク
菩
提
二
於
（
い
）
て

仏
の
十
力
と
•
•
…
•
（
石
山
）

⑩
垢
無
ク
心
行
の
印
た
る
陀
羅
尼
無
尽
無
減
（
四
ノ
七
）

無
垢
心
行
の
印
た
る
陀
羅
尼
の
無
尽
無
減
（
永
長
点
デ
石
山
施
点
な
し
。
）

ナ
ッ

唯
貝
歯
と
目
ク

（石）

⑳
尽
ク
此
の
土
地
に
生
長
せ
る
物
た
る
所
有
ル
叢
林
の
諸
の
樹
木
（
五

ノ

九

）

▼

尽
く
此
の
土
地
に
生
長
せ
る
物
と
し
て
（
永
長
点
）

此
の
土
地
に
生
長
せ
る
物
を
尽
し
て
（
石
）

仰
云
何
ゾ
諸
の
菩
薩
の
〔
行
〕
菩
提
正
行
タ
ル
生
死
泥
槃
を
離
ル
ル
コ

ト
の
自
他
を
饒
益
す
る
故
を
（
五
ノ
十
）

云
何
か
諸
菩
薩
行
菩
提
の
正
行
と
生
死
浬
槃
を
離
（
る
る
）
こ
と
（
永
）

云
何
（
ぞ
）
諸
の
菩
薩
の
菩
提
と
正
行
と
を
行
じ
て
（
石
）

g
仏
善
女
天
に
告
は
ク
（
於
）
法
の
界
た
る
を
〔
法
の
界
ヲ
〕
依
と
し

て‘法
界
に
依
と
（
し
）
て
（
永
）
法
界
に
依
り
て
（
石
）

閾
云
何
ゾ
〔
於
〕
法
の
界
た
る
を
〔
法
の
界
ヲ
]
依
と
し
て

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
法
界
に
依
り
て
（
石
）

図
シ
カ
ゾ
ト
イ
ハ
バ
〔
於
〕
無
上
の
安
楽
た
る
涅
槃
を
得
つ
べ
し

の

涅

槃

を

得

（

べ

し

）

”

安
楽
の
涅
槃
を
得
（
べ
し
）
（
永
）
安
楽
の
涅
槃
を
得
む
（
石
）

飼
是
の
時
に
索
詞
世
界
の
主
た
る
大
梵
天
王

（
永
長
点
同
じ
。
）
索
詞
世
界
主
大
梵
天
王
（
石
）

図
亦
当
に
是
の
経
を
聴
（
き
）
た
て
ま
つ
る
人
た
る
諸
の
国
王
等
を
護

念
し
て
（
六
ノ
十
一
）

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
是
の
経
を
聴
か
む
人
諸
国
等
を
護
念
し
て

‘
（
石
）

仰

品

於
l

無
上
の
諸
仏
の
所
讃
た
る
十
二
妙
行
の
甚
深
の
法
輪
を
転
じ

（
六
ノ
十
二
）
（
永
長
点
石
山
経
同
じ
。
）

閾
唯
貝
歯
の
み
に
目
た
り

唯
貝
歯
と
目
た
り
（
永
）
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爾
時
に
索
詞
世
界
の
主
た
る
梵
天
王
（
七
ノ
十
四
）

（
永
長
点
同
じ
。
）
爾
時
索
詞
世
界
の
主
梵
天
王
（
石
）

爾
時
帝
釈
の
天
主
た
る
い
（
永
長
点
、
石
山
経
施
点
な
し
。
）

是
等
の
持
経
の
〔
之
〕
人
た
る
忘
裁
等
（
七
ノ
十
五
）

（
永
長
点
施
さ
ず
。
石
山
経
古
点
に
同
じ
。
）

閻
及
護
世
者
た
る
四
天
王
と
一
切
の
常
に
梵
行
を
修
す
る
人
と
を
礼
し

て

（
永
長
点
施
さ
ず
。
）
及
護
世
者
の
四
天
王
（
石
）

図
現
の
〔
為
]
閻
羅
の
〔
之
〕
長
姉
た
り
と
常
に
青
色
の
野
蚕
の
衣
を

著
し
た
り

現
し
て
閻
羅
之
長
姉
と
為
り
（
永
•
石
）

閻
若
現
在
世
に
（
ま
）
レ
及
未
来
世
に
（
ま
）
レ
所
在
し
宣
揚
し
流
布

（
せ
）
む
（
之
）
処
た
る
若
（
於
）
城
邑
に
（
ま
）
レ
緊
落
に
（
ま
）

レ
山
沢
に
（
ま
）
レ
空
林
に
（
ま
）
レ
或
は
王
の
宮
殿
に
（
ま
）
レ
或

は
僧
の
住
処
ニ
マ
レ
シ
テ
セ
ム
ト
キ
に
は
（
八
ノ
十
九
）

宣
揚
し
流
布
せ
む
（
之
）
処
に
は
若
於
城
邑
と
緊
落
と
…
…
（
永
・

石）

匈
及
法
を
聴
ク
者
た
る
若
男
若
女
童
男
童
女
の
〔
於
〕
此
の
経
の
中
に

乃
至
：
…

（
永
長
点
同
じ
）
及
聴
法
の
者
（
の
）
若
男
若
女
童
男
童
女
（
石
）

箇
我
昔
曽
シ
（
為
）
転
輪
王
た
り
シ
ト
キ
に
（
九
ノ
ニ
十
一
）

転
輪
王
と
為
（
り
）
て
（
永
）
（
石
山
経
古
点
に
同
じ
。
）

罰
能
ク
（
持
）
甚
深
の
仏
の
行
処
た
る
所
謂
ル
微
妙
の
金
光
明
の
諸
の

経
の
中
に

．
．
 

能
ク
甚
深
の
仏
の
行
処
を
持
す
（
永
•
石
）

(31) (30) 伽）

閾

知

凪

｝
r

と
熱
と
棗
と
の
殊
な
る
コ
ト
た
る
を
知
り
た
ま
へ
（
九
ノ

二
十
四
）

風
と
熱
と
癒
と
の
殊
（
な
る
）
こ
と
を
知
る
は
（
永
）

風
と
熱
と
緩
と
の
殊
（
な
る
）
こ
と
を
知
れ
（
石
）

園
見
レ
ば
諸
の
禽
獣
た
る
材
と
狼
と
獨
と
彫
と
鷲
と
の
属
の
血
肉
を
食

む
者
（
九
ノ
ニ
十
五
）

者
禽
獣
狩
と
狼
と
…
…
（
永
）

諸
禽
獣
た
る
材
狼
狐
を
…
…
（
石
）

⑩
寂
静
安
楽
た
る
〔
安
楽
に
し
て
無
生
を
証
せ
む
〕
証
な
る
無
生
と
を

獲
む
モ
ノ
ゾ
(
+
ノ
ニ
十
六
）

安
楽
に
て
無
は
生
を
証
と
せ
む
（
永
）

ホ
フ

安
楽
に
し
て
無
生
を
証
す
（
石
）

仰
便
〔
於
〕
夢
の
中
に
不
祥
の
相
た
る
両
の
乳
割
ラ
レ
〔
被
〕
牙
歯
墜

落
し
、
三
の
鵠
の
雛
得
た
る
を
…
不
祥
の
相
を
見
（
永
•
石
）

⑬
希
有
な
る
か
ナ
海
に
鎮
た
る
山
王
の
如
（
＜
）
い
ま
サ
ク
(
+
・
ニ

十
九
）
．

海
に
鎮
せ
る
が
如
き
山
王
（
を
）
（
永
）

シ
ッ
メ

海
の
鎮
タ
ル
が
如
（
き
）
山
王
を
（
石
）

⑬
能
ク
是
（
の
）
如
キ
経
の
中
に
宝
た
る
を
説
（
き
）
た
ま
は
ク
…
…

(
+
•
二
十
九
）

能
如
是
経
の
中
の
宝
を
説
（
く
）
こ
と
（
永
）

能
ク
如
是
経
の
中
の
宝
を
説
（
き
）
た
ま
ふ
（
石
）

⑬
勤
（
め
）
て
苦
行
を
修
し
て
甚
深
の
法
た
る
菩
提
と
正
因
と
を
獲
た

ま
へ
る
(
+
•
三
十
一
）

甚
深
（
の
）
法
の
菩
提
の
正
因
（
永
）

87 



甚
深
の
法
た
る
菩
提
と
正
因
と
を
（
石
）

⑯
盆
於
]
仏
世
尊
の
無
量
の
大
劫
に
勤
（
め
）
て
苦
行
を
修
（
し
）
て

獲
た
ま
ひ
た
る
所
の
甚
深
の
微
妙
の
（
之
）
法
た
る
菩
提
の
正
因
を

〔
法
卜
菩
提
の
正
因
ト
ヲ
〕
恭
敬
し

微
妙
の
法
と
菩
提
の
正
因
を
（
永
）

微
妙
の
（
之
）
法
た
る
菩
提
と
正
因
と
を
（
石
）

以
上
四
十
五
項
四
十
八
例
の
タ
リ
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
ま
づ
活
用
形
の

上
か
ら
は
四
十
三
例
ま
で
が
連
体
形
を
と
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で

あ
る
。
残
り
の
五
例
は
連
用
形
一
箇
・
終
止
形
三
⑬
図
羹
…
•
已
然
形
一
⑬

と
な
つ
て
ゐ
る
。
連
体
形
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
タ
リ
は
ま
づ
連
用
修
飾

の
機
能
に
お
い
て
発
達
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
一

l

l

と
四
に
お
け
る
諸
例
と
照
合

し
て
い
よ
い
よ
確
実
な
ら
し
め
る
わ
け
で
あ
る
。
然
し
て
古
点
に
お
け
る
タ

ル
の
修
飾
の
仕
方
は
永
長
点
及
び
石
山
寺
旧
蔵
経
の
新
点
と
比
較
し
て
格
助

詞
ノ
に
応
ず
る
も
の
が
⑧
⑲
⑩
斡
図
園
⑩
の
例
に
見
る
如
く
多
い
。
こ
れ
は

上
位
語
に
対
す
る
一
つ
の
強
調
的
な
表
現
で
、
前
述
の
如
く
一
端
切
り
離
し

て
、
印
象
づ
け
る
と
い
ふ
気
持
の
修
飾
法
で
あ
ら
う
。
叉
タ
ル
に
応
ず
る
訓

を
永
長
点
及
び
石
山
寺
旧
蔵
経
の
新
点
で
は
省
略
し
て
あ
る
場
合
が
あ
り
、

こ
れ
は
「
即
ち
」
の
意
味
に
近
く
用
ゐ
て
ゐ
る
場
合
箇
閥
図
園
で
あ
っ
て
、

い
づ
れ
に
せ
よ
上
位
語
の
強
調
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
。
そ
れ
は
古
点
で

タ
ル
ト
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
新
点
で
単
に
卜
と
な
つ
て
ゐ
る
例
⑬
、
ま
た
古

点
で
タ
ル
ヲ
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
新
点
で
単
に
ヲ
と
な
つ
て
ゐ
る
例
⑬
等
と

照
合
し
て
も
明
か
で
あ
ら
う
と
思
ふ
0

タ
ル
と
ナ
ル
と
が
古
点
新
点
で
相
応

ず
る
場
合
は
比
較
的
少
く
り
の
一
例
だ
け
で
、
他
は
大
体
①
⑨
⑥
〇
伺
伺
⑬

⑩
⑩
⑩
闘
図
釧
の
如
く
一
致
す
る
例
が
多
い
。
勿
論
訓
読
構
文
の
相
違
か
ら

ニ
シ
テ
に
応
ず
る
⑬
⑫
な
ど
も
あ
る
。

こ
の
様
な
タ
ル
の
修
飾
語
を
被
修
飾
語
か
ら
切
離
し
て
（
対
立
さ
せ
て
）

印
象
づ
け
る
と
い
ふ
強
調
の
仕
方
は
助
詞
卜
の
性
格
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ

と
は
既
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
特
別
な
修
飾
法
と
し
て
個
の
如

v
―
つ
の
句
「
心
の
垢
を
サ
ヘ
＇
獨
除
す
る
」
全
体
に
対
す
る
修
飾
格
を
な
す

例
や
、
⑯
．
閾
・
仰
の
如
き
並
列
さ
れ
た
体
言
、
ま
た
は
そ
れ
に
相
等
す
る

処
の
旬
を
修
飾
す
る
特
殊
な
例
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
通
り

で
あ
る
。
長
い
被
修
飾
部
、
ま
た
は
遠
い
位
匿
に
あ
る
被
修
飾
部
に
対
す
る

修
飾
格
は
読
者
に
ま
づ
強
く
印
象
づ
け
る
必
要
が
あ
る
為
、
タ
ル
を
以
つ
て

一
端
被
修
飾
部
と
の
間
に
休
止
を
お
い
て
引
き
離
し
、
注
意
を
促
し
た
後
に

修
飾
さ
せ
る
底
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
別
言
す
れ
ば
修
飾
部
の
強
調
に
他

な
ら
な
い
。
そ
の
様
な
例
を
ば
右
の
中
か
ら
更
に
追
加
す
れ
ば

図
尽
ク
此
の
土
地
に
生
長
せ
物
た
る
あ
ら
ゆ
る
叢
林
の
諸
の
樹
木

箇
無
上
の
諸
仏
の
所
讃
た
る
十
二
妙
行
の
甚
深
の
法
輪

罰
能
ク
（
持
）
甚
深
の
仏
の
行
処
た
る
所
謂
ル
微
妙
の
全
光
明
の
諸

の
経

は
被
修
飾
部
が
助
詞
ノ
に
よ
っ
て
多
く
限
定
を
受
け
て
ゐ
る
場
合

閾
知
（
風
）
と
熱
と
癒
と
の
殊
な
る
コ
ト
た
る
乾
レ
痩
セ
て
頭
の
髪
少

＜
其
の
心
定
住
無
ク
語
多
ク
夢
に
飛
び
行
ク

句
全
体
に
修
飾
が
及
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
四
つ
の
事
象
の
並
立
に
準

じ
て
も
よ
い
。

⑩
諸
の
菩
薩
の
〔
行
〕
菩
提
の
正
行

ti生
死
涅
槃
を
離
ル
ル
コ
ト

等
も
コ
ト
の
直
接
の
修
飾
部
を
隔
て
て
タ
ル
で
示
さ
れ
る
大
き
な
修
飾
部
が

あ
る
。閥

若
現
在
世
に
（
ま
）
レ
及
未
来
世
に
（
ま
）
レ
所
在
し
宣
揚
し
流
布

（
せ
）
む
（
之
）
処
た
る
若
（
於
）
城
邑
に
（
ま
）
レ
緊
落
に
（
ま
）
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レ
山
沢
に
（
ま
）
レ
空
林
に
（
ま
）
レ
或
は
王
の
宮
殿
に
（
ま
レ
）
或

は
僧
の
住
処
ニ
マ
レ
•
…
;

閻
見
レ
ば
諸
の
禽
獣
閂
別
材
と
狼
と
狐
と
襴
と
彫
と
鷲
と
の
：
・
：
;

い
つ
れ
も
並
列
体
言
の
そ
れ
ぞ
れ
を
修
飾
し
て
ゐ
る
例
で
あ
る
。
ナ
リ
に
は

こ
の
様
な
特
殊
な
修
飾
は
少
い
。
タ
ル
は
こ
の
様
な
特
殊
な
用
法
を
持
つ
て

ま
づ
指
定
辞
タ
リ
の
花
形
と
し
て
活
躍
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

次
苔
に
終
止
形
の
タ
リ
は
前
述
の
三
例
で
あ
る
が
、
別
に

珍
宝
荘
厳
の
具
ト
ア
リ
ト
（
四
・
六
）

融
合
し
な
い
例
が
一
つ
だ
け
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
カ
ナ
点
の
別
訓
で
あ
る

し
、
連
用
形
の
タ
リ
・
已
然
形
の
タ
レ
の
一
例
づ
つ
は
僅
少
で
あ
っ
て
ま
づ

問
題
に
な
ら
な
い
。

タ
リ
が
承
接
す
る
体
言
に
漢
語
が
多
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
猶

り
⑬
佃
図
図
仰
紬
関
⑫
等
は
訓
読
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
既
に
漠
語

•
和
語
の
区
別
は
な
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。
但
し
本
来
は
漠
語
か
ら
ま
づ
用

ゐ
ら
れ
始
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
然
し
て
こ
れ
ら
は
殆
ど
斉
一
に
融
合
の
形

と
な
っ
て
ゐ
て
、
ト
ア
リ
の
原
形
を
と
ど
め
る
も
の
が
特
に
希
で
あ
る
の
は

ぎ
き
の
三
蔵
法
師
表
啓
の
場
合
と
揆
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
面
白
い
。

こ
れ
も
余
り
に
連
体
形
タ
ル
の
用
例
が
発
達
し
て
ゐ
て
他
の
例
が
少
い
と
い

ふ
関
係
上
、
不
明
な
点
が
存
し
は
す
る
が
、
一
往
そ
の
融
合
力
が
怠
速
で
斉

一
に
行
は
れ
た
と
云
ひ
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
然
も
そ
れ
は
訓
点
に
お

け
る
便
宜
性
に
立
脚
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

り
春
日
政
沿
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
繹
の
國
語
學
的
研
究
坤
一
六

六
ペ
一
六
七
。
へ
参
照
。

春
H
政
治
刊
後
残
筆
（
古
訓
点
の
研
究

1

一
五
六
．
（
一
一
五
七
．
へ
滲

照。）

2) 

以
上
雑
考
の
名
に
ふ
さ
は
し
く
ま
こ
と
に
雑
然
と
述
べ
て
善
た
が
、
タ
リ

は
漢
文
訓
読
に
お
い
て
特
に
発
達
し
て
来
た
訓
点
語
で
あ
る
。
従
つ
て
上
代

の
和
文
に
見
え
る
ト
ア
リ
の
少
数
の
例
は
こ
の
タ
リ
形
成
の
素
形
と
は
な
り

得
な
い
。

国
語
に
お
け
る
助
詞
卜
の
持
つ
機
能
は
特
殊
で
あ
り
、
こ
れ
が
副
詞
の
語

末
に
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
助
詞
の
二
な
ど
と
比
べ
る
と
や
や
後

れ
た
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
上
代
は
卜
の
持
つ
特
殊
な
機
能
を
二
が
兼
持
し

て
ゐ
た
。
従
っ
て
ニ
ア
リ
と
ト
ア
リ
が
指
定
辞
と
し
て
近
似
し
た
場
合
も
起

り
得
た
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
こ
そ
ト
ア
リ
は
ニ
ア
リ
と
同
じ
様
に
融
合
形
を

生
じ
タ
リ
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
然
し
ト
ア
リ
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
や

は
り
独
特
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
漠
文
訓
読
に
発
達
し
た
の
は
字
音
語
を
特
に

そ
れ
だ
け
切
離
し
て
被
修
飾
語
か
ら
一
旦
対
立
さ
せ
、
そ
の
和
語
と
異
な
る

新
奇
な
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
つ
め
さ
せ
て
か
ら
、
さ
て
修
飾
す
る
と
い
ふ
手

の
混
ん
だ
用
法
か
ら
発
達
し
て
来
た
も
の
で
、
そ
こ
に
被
指
定
語
（
賓
語
）

に
対
す
る
強
調
と
い
ふ
朋
芽
も
生
じ
た
の
で
あ
ら
う
。
饂
的
に
い
へ
ば
タ
リ

は
新
奇
な
単
語
を
印
象
づ
け
る
為
の
指
定
辞
で
あ
る
。
融
合
形
タ
リ
の
形
成

は
平
安
朝
の
柾
め
て
初
頭
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。
そ
の
際
形
容
動
詞
の
語

尾
と
し
て
の
発
達
は
純
指
定
の
助
動
詞
と
し
て
の
発
達
よ
り
も
や
や
遅
か
つ

た
や
う
で
あ
る
。
タ
リ
は
ま
づ
連
体
形
タ
ル
と
な
つ
て
形
容
詞
的
な
機
能
を

被
指
定
語
に
附
与
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
に
従
っ
て
他
の
活
用
形
に
ま
で
及

ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
。
タ
ル
に
よ
る
強
調
的
な
連
体
修
飾
法
は
時
に
隔
っ
た

下
位
の
語
、
ま
た
は
並
立
し
た
一
っ
―
つ
の
語
に
及
ぶ
と
い
ふ
ア
ク
ロ
バ
ッ

ト
を
演
ず
る
。
然
し
そ
の
磁
合
力
は
強
烈
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
斉
一
に
融

六
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合
形
を
備
へ
る
に
至
っ
て
を
る
。
こ
れ
は
上
述
の
如
く
訓
点
の
特
性
の
も
た

ら
し
た
も
の
で
、
ナ
リ
や
他
の
ア
リ
の
融
合
語
の
や
う
に
自
然
に
漸
進
的
に

生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
従
つ
て
平
安
朝
時
代
の
和
文
で
は
特
殊
な
語
と
し

て
特
に
女
子
語
肱
か
ら
は
排
せ
ら
れ
た
。
蜻
蛉
日
記
の
一
例
は
恐
ら
く
後
世

の
誤
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
特
殊
性
が
指
定
辞
と
し

て
と
ど
ま
り
ナ
リ
の
如
く
に
活
用
言
を
承
接
し
た
り
、
断
定
辞
に
ま
で
用
途

が
拡
大
さ
れ
る
と
い
ふ
事
な
く
今
日
に
及
ん
で
を
る
理
由
で
あ
ら
う
。

稿
を
終
る
に
あ
た
り
五
に
お
い
て
な
し
た
訓
読
文
の
比
較
法
に
つ
い
て
は

未
だ
種
々
な
る
問
題
が
あ
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
付
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
に
古
点
と
永
長
点
の
比
較
、
古
点
と
石
山
寺
旧
蔵
経
の
点
と
の
比
較
、

永
長
点
と
石
山
寺
旧
蔵
経
点
と
の
そ
れ
ぞ
れ
三
種
一
二
様
の
異
な
っ
た
立
場
と

い
ふ
も
の
が
念
頭
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
特
に
こ
れ
に
つ

い
て
述
べ
る
こ
と
を
省
略
し
た
。
識
者
の
御
批
判
を
得
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

本
稿
を
草
す
る
に
当
り
森
重
敏
・
中
田
祝
夫
・
築
島
裕
各
氏
の
学
思
に
負
ふ

所
絶
大
で
あ
る
。
記
し
て
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。一

九
五
八
•
一
・
一
五

後
記
そ
の
後
刑
行
さ
れ
た
日
本
文
法
講
座
四
所
収
の
「
今
昔
物
語
の
文

法

」

（

山

田

巌

氏

）

に

よ

れ

ば

、

、

指
定
の
助
動
詞
「
た
り
」
は
今
昔
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
速
用
形

の
「
と
」
は
別
と
し
て
、
そ
の
他
の
用
例
は
多
く
は
な
い
。
漢
文
訓
読

語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
巻
二
二
以
ニ
ニ
以
後
に
は
見
え

な
い
。
（
一
七
五
ぺ
）

と
あ
る
。
然
し
わ
た
く
し
の
調
査
で
は
巻
―
―
二
以
後
に
も

文
章
ノ
人
タ
ル
ニ
依
テ
（
二
四
・
ニ
五
）

守
ノ
親
兵
タ
ル
ニ
依
テ
殺
シ
ッ
（
二
五
・
―
二
）

の
や
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

今
昔
物
語
集
に
お
け
る
ト
ア
リ
と
タ
リ
の
比
較
か
ら
、
タ
ル
（
連
体
形
）

が
融
合
及
び
用
法
の
点
で
は
最
も
進
ん
で
を
り
、
終
止
形
タ
リ
が
之
に
次

ぎ
、
速
用
形
タ
リ
は
最
も
後
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
い
へ
る
。
こ
れ
は
大
体
訓

点
資
料
の
場
合
と
暗
合
す
る
結
果
で
あ
る
。
本
稿
一

l

ア
に
お
け
る
数
値
は
猶

精
査
の
上
確
実
な
結
論
を
期
し
た
い
。
一
九
五
八
・
三
・
一
五
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