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「
か
た
づ
く
」
「
か
た
づ
け
る
」
に
つ
い
て
｜
｜

西

尾

寅

弥

は

じ

め

に

語
の
多
義
性
は
、
き
わ
め
て
普
遍
的
な
現
象
で
あ
る
。
研
究
の
立
場
か
ら
も
、
多
義
語
は
現
在
の
意
味
研
究
に
と
っ
て
、
非
常
に
大
き
い
課

題
で
あ
る
。
一
つ
の
多
義
語
に
つ
い
て
、
多
義
を
ど
う
区
分
し
、
い
く
つ
の
意
味
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
、
あ
ま
り
に
基
本
的
な
問
題
も
ま

だ
ま
だ
未
解
決
に
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
み
ら
れ
る
。
小
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
大
き
い
問
題
に
直
接
か
か
わ
ろ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
多
義
語
内
部
の
意
味
ど
う
し
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
、
共
時
論
的
に
、

ま
た
通
時
論
的
に
し
ら
べ
て
み
て
、
両
者

を
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
こ
と
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
「
か
た
づ
く
し
の
八
嫁
に
行
く
〉
と
い
う
青
山
味
、
「
か
た
づ
け
る
」
の
〈
嫁
に
や
る
〉

と
い
う
意
味
を
中
心
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

N
H
K放
送
文
化
調
査
研
究
所
が
一
九
八
六
年
三
月
に
行
っ
た
「
働
く
女
性
の
こ
と
ば
の
意
識
」
と
い
う
調
査
が
あ
訂
了
干
歳
以
上
の
首

都
圏
の
勤
労
女
性
三
六
三
人
を
調
査
対
象
と
し
た
予
備
調
査
的
な
も
の
で
、

い
ろ
い
ろ
な
項
目
の
な
か
の
一
つ
に
「
抵
抗
感
の
あ
る
こ
と
ば
」
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と
い
う
の
が
あ
る
。
六
六
項
目
の
語
句
に
つ
い
て
「
女
性
の
立
場
か
ら
み
て
抵
抗
感
の
あ
る
こ
と
ば
」
に

O
印
を
つ
け
る
こ
と
を
求
め
た
も
の

で
あ
る
。

O
印
を
つ
け
た
人
が
一

O
M以
上
あ
る
一
一
一
四
項
目
を
抵
抗
感
度
の
高
い
順
か
ら
示
し
た
グ
ラ
フ
が
あ
る
が
、
上
位
の
五
項
目
は
（
カ

ッ
コ
内
は
広
）

女
の
く
せ
に

（
七
四
）

女
だ
て
ら
に
（
六

O
）

女
子
供
（
五
八
）

男
は
外
、
女
は
内
（
五
五
）

娘
を
か
た
づ
け
る

（
五
二
）

で、

か
な
り
上
位
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
と
意
味
上
関
連
の
深
い
「
嫁
ぐ
」
は
一
一
一
一
一
一

よ
く
問
題
に
さ
れ
る
「
主
人
」
は
三
四
位
（
一

O
M）
で
、
こ
れ
ら
の
約
五
倍
の
人
が
抵
抗
感
あ
り
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
調
査
の
行
な
わ
れ
る
前
年
に
、
私
は
た
ま
た
ま
「
か
た
づ
け
る
」
「
か
た
づ
く
」
に
つ
い
て
小
さ
い
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
い
た

「
娘
を
か
た
づ
け
る
」
は
六
六
項
目
の
中
で
第
五
位
と
、

位
（
一
一
広
）
、

が
、
そ
れ
の
内
容
や
結
果
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
現
代
語
の
「
か
た
づ
け
る
」
に
つ
い
て
の
意
味
分
析
の
結
果
を
見
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

ま
ず
、
園
康
哲
蒲
編
『
こ
と
ば
の
意
味
3

（

2
〉

辞
書
に
書
い
て
な
い
こ
と
』
に
一
シ
マ
ウ
・
カ
タ
ツ
ケ
ル
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
終
り
の
ほ

う
に
検
討
結
果
が
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

シ
マ
ウ
〆

〈
使
わ
な
い
物
を
〉
〈
収
納
場
所
へ
〉
〈
入
れ
る

V

カ
タ
ツ
ケ
ル

八
場
所
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に

V
〈
場
所
ふ
さ
ぎ
の
物
を

V
〈
移
動
さ
せ
る

V

」
の
ま
と
め
の
前
に

邪
魔
者
を
カ
タ
ヅ
ケ
ル

（H
殺
す
）
。

娘
を
カ
タ
ヅ
ケ
ル
（
H
嫁
に
や
る
）
。

仕
事
を
カ
タ
ヅ
ケ
ル

（
H
や
り
終
え
る
）
。

を
カ
夕
、
ツ
ケ
ル
の
転
用
法
と
し
て
あ
げ
、
〈
場
所
ふ
さ
ぎ

V
の
「
邪
魔
物
」
を
対
象
？
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
用
法
だ
と
説
明
し
て
い
る
。



ハ
3〉

森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
3
』
で
は
「
し
ま
う
」
の
項
目
の
あ
と
に
「
か
た
づ
く

い
る
。

か
た
づ
け
る
」
が
関
連
項
目
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て

ω乱
れ
て
い
た
状
態
を
整
理
す
る

ωそ
こ
に
あ
る
物
を
処
理
す
る

ωお
荷
物
に
な
っ
て
い
る
人
聞
を
目
的
ど
お
り
に
処
置
す
る

と
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

ωに
は
「
部
屋
を
片
づ
け
て
布
団
を
敷
く
」

「
宿
題
が
全
部
片
づ
い
た
」
の
よ
う
な
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

ωは

（
嫁
入
り
さ
せ
る
）

「
お
も
ち
ゃ
を
片
づ
け
る
」
の
よ
う
な
例
、

ωに
は
「
仕
事
を

す
っ
か
り
片
づ
け
る
」

特
に
「
娘
を
片
づ
け
る
」

「
邪
魔
者
を
片
づ
け
る
」

（
追
放
し
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
）
な
ど
の
言
い
方
と
し
て

用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
当
人
の
気
に
掛
か
っ
て
い
る
責
任
感
や
迷
惑
感
を
、
そ
の
人
聞
を
あ
る
状
態
に
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
り
除

く
「
片
づ
け
る
」
の
心
理
に
合
致
す
る
。

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

右
の
二
書
の
記
述
の
様
式
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
が
、
分
析
の
内
容
に
は
当
然
な
が
ら
相
通
ず
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

国
語
辞
典
の
語
釈
で
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

一
例
と
し
て
ま
ず
、

『
旺
文
社
詳
解
国
語
辞
典
』
の
「
か
た
づ
け
る
」

を
み
る
と

①
物
を
納
め
る
べ
き
場
所
に
納
め
て
、
き
ち
ん
と
し
た
状
態
に
す
る
。
整
頓
す
る
。

「
道
具
を
片
付
け
る
」

「
部
屋
を
片
付
け
る
」
②
処

理
し
て
結
着
を
つ
け
る
。

「
事
件
を
片
付
け
る
」

「
仕
事
を
片
付
け
る
」
③
邪
魔
な
者
を
な
く
す
。
殺
す
。

「
裏
切
り
者
を
片
付
け
る
」

④
娘
を
嫁
入
り
さ
せ
る
。

「
娘
を
片
付
（
嫁
）
け
る
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
自
動
調
「
か
た
づ
く
」
の
項
も
他
動
詞
「
か
た
づ
け
る
」
に
対
応
さ
せ
て
四
つ
の
意
味
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
）
他
の

辞
典
に
も
同
様
な
四
種
の
意
味
を
あ
げ
て
い
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
〈
じ
ゃ
ま
者
を
な
く
す
（
殺
す
）
〉
の
意
味
を
「
俗
語
」
と
限
定
す

多
義
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る
も
の
、
ま
た
こ
の
意
味
を
除
い
た
三
種
の
意
味
だ
け
を
あ
げ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、

「
片
付
く
」
と
「
嫁
く
」
に
二
分
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
語
辞
典
に
お
け
る
多
義
性
の
扱
い
か
た
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
〈
嫁
に
行

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
は
「
か
た
づ
く
」
を
大
き
く

く
〉
〈
嫁
に
や
る
〉
の
意
味
は
、

た
い
て
い
の
辞
書
で
一
つ
の
項
目
を
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
語
釈
の
注
記
風
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、

『
岩
波
国
語
辞
典
』
の
「
か
た
づ
く
」
の
〈
お
よ
め
に
い
く
〉
に
つ
い
て
、

『
例
解
新
国
語
辞
典
』
の
「
か
た
づ
く
」
の
〈
お
よ
め
に
い
く
〉
の
意
味
に
関
し
て
「
表

「
多
く
、
親
の

立
場
か
ら
言
う
」
と
い
う
補
足
的
説
明
が
あ
り

現
」
の
欄
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

せ
い
ぜ
い
、

お
よ
め
に
い
く
人
の
身
う
ち
の
人
が
言
っ
て
よ
い
こ
と
ば
で
、
他
人
が
、

「
あ
の
人
の
む
す
め
も
や
っ
と
片
付
い
た
」
と
い

う
と
、
じ
ゃ
ま
者
あ
っ
か
い
を
し
て
い
る
み
た
い
で
、
あ
ま
り
い
い
感
じ
の
言
い
か
た
で
は
な
い
。

以
上
に
み
て
き
た
意
味
分
析
や
辞
典
の
語
釈
か
ら
す
る
と
、

「
か
た
づ
け
る
」
の
〈
嫁
に
行
く
〉
八
嫁
に
や
る
〉
と
い
う
意

味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
調
の
基
本
的
な
意
味
で
は
な
い
が
、
派
生
的
な
意
味
と
し
て
は
地
位
を
確
立
し
て
お
り
、
八
邪
魔
物
が
除
か
れ
る
／
を

除
く
〉
の
意
味
と
と
も
に
、
八
整
理
整
頓
す
る
（
さ
れ
る
）
〉
あ
る
い
は
〈
決
着
を
つ
け
る
、
解
決
さ
れ
る
〉
と
い
う
意
味
が
転
用
さ
れ
て
生
じ

「
か
た
づ
く
」

た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

右
に
専
門
家
に
よ
る
意
味
分
析
の
結
果
と
国
語
辞
典
に
お
け
る
意
味
記
述
を
み
た
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
は
ず
の
、

般
の
人
々
の
意
識
に
つ
い
て
さ
ぐ
り
を
入
れ
て
み
た
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
、

「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
の
、
〈
と
つ
ぐ
〉
八
と
つ
が

せ
る
〉
の
意
味
を
中
心
と
し
、
そ
の
意
味
に
ま
つ
わ
る
性
差
別
的
な
問
題
点
を
視
野
に
入
れ
て
、
若
い
女
性
を
被
験
者
と
し
て
自
由
な
記
述
を

求
め
た
。
実
施
し
た
の
は
昭
和
六

O
年
で
、
対
象
は
大
妻
女
子
大
学
の
短
大
国
文
科
二
年
E
組
の
四
七
名
（
お
よ
び
参
考
資
料
と
し
て
同
大
学

の
若
い
女
性
若
干
名
）
で
あ
っ
た
。
あ
る
質
問
紙
調
査
の
末
尾
に
、
付
録
的
に
次
の
よ
う
な
質
問
を
設
け
た
。

も
う
あ
ま
り
使
わ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
私
は
去
年
、
こ
の
寺
に
か
た
づ
い
て
き
た
。
」
「
娘
を
三
人
と
も
か
た
づ
け
て
親
の
責
任



を
は
た
し
た
よ
の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、
こ
の
言
い
か
た
に
つ
い
て
、
ど
う
感
じ
ま
す
か
。
思
う
ま
ま
を
自
由
に
書

い
て
く
だ
さ
い
。

結
果
を
見
て
、
右
の
質
問
内
容
が
あ
ま
り
適
切
で
な
か
っ
た
と
気
付
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
私
は
去
年
、
こ
の
寺
に
か
た

づ
い
て
き
た
」
と
い
う
例
文
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば

ωあ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
場
合
の
か
た
づ
く
は
「
お
坊
さ
ん
に
な
る
。
世
俗
を
す
て
て
、
仏
道
に

入
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
い
う
よ
う
な
答
え
が
散
見
し
、

「
頭
を
丸
め
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
答
え
も
あ
っ
た
。
「
は
じ
め
て
聞
い
た
」
「
意
味
が
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
答
え
が
大
半
で
あ
っ
た
。
質
問
者
と
し
て
は
、
寺
に
嫁
し
て
き
た
と
い
う
意
味
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
文
脈
抜
き
の
例
文
と
し
て
は

不
適
切
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
答
え
は
、
こ
の
点
を
も
っ
と
も
適
切
に
指
摘
し
て
く
れ
て
い
る
。

ω「
か
た
づ
く
」
と
い
う
言
葉
は
、
例
え
ば
娘
が
結
婚
し
た
と
き
に
「
う
ち
の
娘
も
か
た
づ
い
た
」
な
ど
と
使
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
一

般
的
に
は
、

「
か
た
づ
く
」
は
他
動
詞
的
に
「
J
を
か
た
づ
け
る
」
と
使
う
方
が
多
い
と
思
う
。
例
文
の
二
文
で
い
え
ば
、
前
文
の
「
私

は
去
年
こ
の
寺
に
か
た
づ
い
て
き
た
。
」
は
、
私
に
は
、
少
し
不
自
然
に
き
こ
え
る
。

右
の
事
情
が
あ
る
の
で
、
や
む
を
え
ず
後
者
の
例
文
に
つ
い
て
記
述
し
た
答
え
の
部
分
に
や
や
重
点
を
置
い
て
以
下
に
述
べ
て
い
く
こ
と
に

す
る
。四

七
名
の
答
え
の
中
の
か
な
り
多
数
に
見
ら
れ
た
共
通
の
特
徴
は
、
次
の
答
え
に
代
表
さ
れ
る
。

ω本
来
「
か
た
づ
け
る
」
と
い
う
語
の
意
味
は
物
な
ど
を
ち
ら
か
っ
て
い
る
状
態
か
ら
移
動
さ
せ
て
き
ち
ん
と
し
た
状
態
に
す
る
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

「
娘
を
三
人
と
も
か
た
づ
け
て
・
：
」
の
よ
う
な
言
い
方
は
わ
り
と
耳
に
し
ま
す
が
、
本
来
の
こ
う
い
っ
た
「
か
た
づ
け
る
」

と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
本
当
は
物
に
対
し
て
使
う
語
が
、
だ
ん
だ
ん
人
に
対
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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す
な
わ
ち
、

「
娘
を
か
た
づ
け
る
」
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
散
ら
か
っ
て
い
る
物
な
ど
を
整
理
す
る
よ
う
な
意
味
か
ら
の
転
用
だ
と
い
う
意

見
で
、ω「

か
た
づ
け
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
「
物
を
か
た
づ
け
る
」
と
い
う
ふ
う
に
使
う
の
で
、
そ
れ
を
人
に
使
う
と
乱
暴
な
感
じ
を
受
け

る。

同
人
聞
を
物
の
よ
う
な
扱
い
方
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
ま
り
よ
く
な
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。

な
ど
も
同
様
の
趣
旨
に
、
否
定
的
な
評
価
を
加
え
た
も
の
だ
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、

「
品
物
」
と
い
う
語
を
一
名
が
使
っ
て
右
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
名
だ
け
は

「物」

「
も
の
」
と
い
う
語
を
四
七
名
中
の

一
九
名
が
、

制
・
：
普
通

「
か
た
づ
け
る
」
と
い
う
言
葉
は
事
柄
や
物
に
つ
い
て
使
う
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
人
に
対
し
て
使
う
と

い
う
こ
と
は
、
自
分
の
身
内
に
な
ど
に
使
っ
た
り
す
る
謙
譲
語
の
よ
う
な
意
味
あ
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
．

と

「
事
柄
や
物
」
を
並
べ
て
い
る
。
ま
た
、

ま
h
’こ

』

t
t

の
：
・
親
か
ら
見
て
自
分
の
娘
だ
か
ら
言
え
る
の
で
し
ょ
う
が
、
娘
の
こ
と
を
そ
こ
い
ら
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
ゴ
ミ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
よ

う
に
聞
こ
え
る
か
ら
で
す
。

と
、
物
の
な
か
で
も
き
ら
わ
れ
る
「
ご
み
」
と
い
う
語
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
答
え
も
あ
る
。

自
由
に
書
い
て
も
ら
っ
た
答
え
の
な
か
に
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
記
述
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
は
予
想
以
上
で
あ
っ
た
が
、
別
に
意
外
な
お

ど
ろ
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
前
に
引
用
し
た
専
門
家
に
よ
る
意
味
分
析
の
結
果
と
合
致
し
、
そ
れ
ら
を
支
持
す
る
内
容
だ
と

言
え
よ
う
。
現
代
語
の
共
時
態
に
お
い
て
、

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
か
た
づ
け
る
」
と
い
う
語
の
意
味
に
関
し
て
持
た
れ
て
い
る
意
識
と
し
て
、

か
な
り
一
般
的
な

ち
な
み
に
、

は
じ
め
に
引
い
た

N
H
K
の
調
査
で
、

「
抵
抗
感
の
あ
る
こ
と
ば
」
の
か
な
り
上
位
に
「
娘
を
か
た
づ
け
る
」
が
ラ
ン
ク
さ
れ

る
結
果
に
な
っ
た
、
そ
の
抵
抗
感
の
内
容
は
こ
の
小
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
右
に
み
た
よ
う
な
回
答
例
か
ら
、

か
な
り
具
体
的
に
う
か
が
う
こ
と



が
で
き
る
。

「
か
た
づ
く
」
と
い
う
動
き
の
主
体
、

「
か
た
づ
け
る
」
と
い
う
動
作
の
対
象
物
の
大
き
い
類
別
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
代
語
の
両
動
詞
を

み
る
と
、A 

物
（
あ
る
い
は
場
所
）

「
書
類
が
か
た
づ
く
」

「
部
屋
が
か
た
づ
く
」

「
お
も
ち
ゃ
を
か
た
づ
け
る
」

「
戸
棚
を
か
た
づ
け
る
」

B 

事

「
事
件
が
か
た
づ
く
」

「
人
事
問
題
を
か
た
づ
け
る
」

c 
人

ご
度
か
た
づ
い
た
が
ま
も
な
く
別
れ
た
」

「
娘
を
商
家
に
か
た
づ
け
た
」

こ
の
よ
う
な
類
別
か
ら
言
う
と
、
一
一
一
つ
の
類
を
単
に
並
立
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
見
る
の
で
は
な
く
、

て、

C
を
A
に
も
と
づ
い
て
い
る
派
生
的
な
も
の
と
み
る
意
識
の
傾
向
が
強
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

A
を
基
本
的
な
主
要
な
も
の
と
み

前
節
に
お
い
て
、
共
時
論
的
に
「
か
た
づ
け
る
」

「
か
た
づ
く
」
の
意
味
を
検
討
し
て
み
た
が
、
こ
の
節
で
は
こ
の
一
一
つ
の
動
詞
を
通
時
論

的
に
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、

主
と
し
て

前
田
富
賦
「
意
味
の
変
化
｜
｜
『
か
た
づ
け
る
』
を
中
心
と
し
て
｜
｜
」

（
日
本
語
学
一
｜
一
、

一
九
八
二
・
一
一
）

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

一一一一一



二
二
四

に
よ
っ
て
語
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
論
文
で
「
か
た
づ
く
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、

「
こ
の
語
が
特
別
な
語
で
あ
る
と

か
、
特
別
な
語
義
変
化
を
起
こ
し
た
語
で
あ
る
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
代
の
、

あ
る
と
い
う
こ
と
で
選
ん
で
み
た
の
で
あ
る
」
と
こ
と
わ
ら
れ
て
い
る
。

よ
く
使
わ
れ
る
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
語
で

四
段
活
用
白
動
詞
の
「
か
た
づ
く
」
と
い
う
語
は
上
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
、

と
し
て
、
家
持
の

万
葉
集
に
あ
る
三
例
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
か
な
が
き
の
例

・
し
か
れ
ど
も

谷
可
多
頭
伎
呂

家
居
せ
る

君
が
聞
き
つ
つ

告
げ
な
く
も
憂
し

（
巻
一
九
、

四
二

O
七）

が
あ
り
、

日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
で
は
「
片
就
き
て
」
に
対
し
て
「
一
方
が
谷
に
つ
い
て
」
と
あ
り
、

か
た
づ
き

住
ん
で
い
る
あ
な
た
が
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
他
の
二
例
は
「
難
波
の
宮
は
い
さ
な
と
り
海
片
就
て
」

（一

O
六
二
）

一「

大
意
Lー

の
「中
山で
片主は
就づきー「

て谷
家に
居近
せく

る
君
」

（
一
八
四
二
）
と
い
う
も
の
で
、
前
田
氏
は

こ
れ
ら
の
三
例
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

「
宮
、
家
：
：
・
」
が
「
海
、
山
、
谷
・
：
・
：
」
に
「
か
た
づ
く
」
と
い
う
形
と
な
り
、
「
（
人
の
作

っ
た
）

何
か
が

（
自
然
に
存
在
す
る
大
き
な
）
何
か
の
そ
ば
に
あ
る
状
態
」
を
表
す
語
と
し
て
「
か
た
づ
く
」
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
ろ
う
。

と
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
か
な
が
き
例
の
「
谷
可
多
頭
伎
忌
」
の
「
伎
」
が
甲
類
の
キ
で
あ
る
こ
と
か
ら
四
段
に
活
用
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、

「
頭
」
か
ら
「
か
た
づ
く
」
と
濁
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
語
源
的
に
は
「
か
た
」
＋
「
つ
く
」
で
、
カ
タ
ツ
グ
〉
カ
タ
ヅ
グ
ヘ

の
連
濁
現
象
に
よ
っ
て
「
か
た
づ
く
」
の
形
が
成
り
立
っ
た
。

「
か
た
」
は
、

そ
の
類
豪
名
義
抄
に
み
ら
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
、
「
形
、

堅
Lー

「
潟
、
方
」

と
類
義
の
語
と
し
て
は
「
か
た
そ
ふ
」

「
肩
」
な
ど
で
な
く
「
片
」
の
意
味
の
も
の
で
「
か
た
は
ら
」
「
か
た
が
は
」
の
意
味
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
か
た
づ
く
」

「
か
た
よ
る
」
が
考
え
ら
れ
、

「
つ
く
」
は
「
よ
る
」
や
「
そ
ふ
」
と
似
通
っ
た
意
味
を
示
す
こ
と
に

な
る
。
結
局
、
現
代
語
の
「
か
た
づ
く
」
と
は
明
ら
か
に
こ
と
な
っ
て
い
る
「
か
た
づ
く
」
の
原
義
は
、

（
山
・
谷
な
ど
何
か
大
き
な
も
の
の
）

か
た
は
ら
に
や
や
小
さ
な
も
の
、
が
付
く



こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
上
代
に
は
現
代
の
「
か
た
づ
け
る
」
の
前
身
に
な
る
下
二
段
活
用
の
他
動
調
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ

る。
中
古
に
入
っ
て
、
仮
名
文
に
「
か
た
づ
く
」
の
例
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
「
か
た
づ
く
」
が
中
古
に
お
い
て
し
ば
ら
く
古
語
、
も
し
く
は
廃

語
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
た
だ
中
古
に
お
い
て
「
か
た
づ
く
」
が
使
わ
れ
続
け
て
い
た
と
し
て
も
、
位
相
的

に
か
な
り
限
ら
れ
た
範
囲
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
前
田
氏
は
推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

中
古
末
か
ら
中
世
初
期
に
、
歌
の
中
に
「
か
た
づ
く
」
の
例
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
源
俊
頼
の

夕
ま
ぐ
れ
山
か
た
づ
き
て
立
つ
鳥
の
羽
音
に
鷹
を
あ
は
せ
っ
る
か
な
（
千
載
集

巻
六
）

で、

「
鳥
が
山
の
側
を
か
す
め
る
よ
う
に
し
て
飛
び
立
つ
」
と
い
う
動
作
を
「
か
た
づ
く
」
で
表
し
て
い
る
。
万
葉
集
に
お
け
る
用
法
よ
り
も

わ
ず
か
な
意
味
の
変
化
が
認
め
ら
れ

や
や
動
的
な
表
現
で
、
八
大
き
な
も
の
の
側
に
寄
る
〉
と
い
う
語
義
の
中
核
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、

る。
中
世
後
期
に
み
ら
れ
る
「
か
た
づ
く
」
の
例
は
、
〈
何
か
の
側
に
寄
る
〉
意
味
か
ら
や
や
比
喰
的
に
八
一
方
に
偏
る
〉
意
味
を
表
す
よ
う
に

変
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

：
・
傍
ノ
出
世
－
一
逢
テ
説
法
ヲ
聞
テ
修
行
ス
レ
ハ
成
傍
ス
ル
ソ
、

サ
ナ
ケ
レ
ハ
成
傍
セ
ヌ
ソ
、
是
ハ
不
定
モ
ノ
チ
ヤ
程
－
二
方
ヘ
カ
タ
ツ
キ

ハ
セ
ヌ
ソ

（
四
河
入
海

巻
五
之
三
）

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
ま
た
、

四
段
活
用
の
自
動
詞
「
か
た
づ
く
」
に
対
応
し
て
、
下
二
段
活
用
の
他
動
詞
「
か
た
づ
く
」

（
現
代
語
の
「
か

た
づ
け
る
」
の
前
身
）
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
カ
タ
ヅ
ヶ
、

グ
ル
、

ケ
タ
」
と
い
う
下
二
段
活
用
の
ほ
う
だ
け
が
掲
げ

ら
れ
て
い
て
、

「
散
ら
ば
っ
て
い
た
物
を
或
る
離
れ
た
場
所
に
置
く
」
と
い
う
、
現
代
語
と
近
い
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

近
世
に
入
る
と
大
体
現
在
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
諸
用
法
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
第
一
に
、
じ
っ
さ
い
に
〈
片
側
に
寄
る
〉
動
作
を
示
す
例

と
し
て
は
、多

義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

二
二
五



二
一
一
六

そ
う
じ

右
十
五
丁
中
材
木
町
と
云
。
し
に
い
へ
は
組
て
堀
川
に
片
付
て
あ
り
し
と
也
（
京
町
鑑

組
町
部
類
）

か
た
づ
き

笠
を
取
て
片
付
ろ
と
、

い
へ
ど
も
更
に
答
な
し

（
役
者
論
語

塞
鑑
）

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
が
、
大
体
近
世
前
期
に
か
た
よ
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
中
世
の

『
四
河
入
海
』
の
例
な
ど
の
意
味
の
系
列
に
は
い
る
も
の
と
し
て
、

「
一
方
に
片
寄
る
」

「
あ
る
方
向
に
寄
っ
て
落
ち
着

く
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

合
戦
の
か
ち
は
、
才
徳
勢
力
の
つ
よ
き
が
運
に
か
ち
ぬ
れ
ど
も
、
後
途
の
つ
ま
り
の
国
を
と
る
こ
と
は
、
運
の
つ
よ
き
方
へ
か
た
づ
く
も

下
巻
之
本
）

の
也
。

（
翁
問
答

・
：
此
男
へ
書
き
つ
く
し
て
外
へ
は
、
届
け
の
文
さ
へ
や
ら
ざ
り
け
れ
ば
、

い
つ
と
な
く
客
た
え
て
、
物
日
の
淋
し
き
を
皆
請
取
っ
て
、

至

り
ぜ
ん
さ
く
に
な
っ
て
、
烏
徳
一
人
に
か
た
づ
き
（
傾
城
禁
短
気

ハの一一）

第
三
に
、

「
占
め
る
所
に
落
ち
着
く
」
こ
と
の
中
の
、
特
に
限
定
さ
れ
た
意
味
と
し
て
「
縁
付
く
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
る
。

わ

け

み

ち

あ

り

又
男
も
女
も
、
さ
な
が
ら
分
道
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
で
、
あ
れ
も
疑
ひ
是
も
覚
束
な
く
て
、
生
涯
片
付
か
ぬ
も
有
。
（
艶
道
通
鑑

一
の
七
〉

は
男
の
む
こ
入
り
も
含
ん
で
い
る
と
み
ら
れ
る
が
、

ご

し

ゅ

く

い

も

と

五
叔
と
は
て
い
し
ゅ
の
妹
な
り
お
ば
さ
ん
と
い
ふ
こ
L
ろ
江
戸
の
ま
ん
中
へ
か
た
つ
い
て
ゆ
く
と
女
郎
が
お
く
る
な
り
（
蕩
子
筆
柾
解
）

の
よ
う
に
女
性
を
動
作
主
体
と
し
て
「
嫁
に
行
く
」
こ
と
を
あ
ら
わ
す
例
が
多
い
。

「
か
た
づ
け
る
」
も
、
第
一
に
、

（

5）
 

「
片
側
に
寄
る
」
意
味
の
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
八
整
理
す
る
〉
八
落
ち
着
か
せ
る
〉
意
味
で
、

日
葡
辞
書
に
記
述
さ
れ
て
い
た
意
味
を
う
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
あ
る
。

「
少
し
は
胸
に
法
も
あ
り
ま
す
ヨ
」
ト
い
ひ
な
が
ら
そ
こ
い
ら
を
か
た
づ
け
る

ま

た

も

っ

と

マ
ア
待
つ
し
、
此
処
ら
を
些
か
た
づ
け
よ
う
（
七
偏
人
二
上
）

（
春
色
梅
児
輿
美

初
編
巻
之
二
）

布
の
二
つ
の
例
に
お
い
て
、

「
か
た
づ
け
る
」
の
目
的
語
は
「
そ
こ
い
ら
を
」

「
こ
こ
ら
を
」
と
い
う
場
所
目
的
語
で
あ
っ
て
、
対
象
目
的



語
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
言
い
方
が
近
世
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

土
の
底
へ
は
入
ら
れ
ず
。
天
へ
昇
る
梯
子
は
な
い
か
。
隠
蓑
隠
笠
が
あ
ら
ほ
し
ゃ
と
。
我
身
一
つ
を
片
付
け
か
ね
て
震
ひ
ゐ
る
。

小
女
郎
波
枕

（
博
多

上

の
「
我
が
身
一
つ
を
」
は
対
象
目
的
語
で
あ
る
が
、
捕
吏
か
ら
身
を
隠
し
て
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

晋
子
が
性
、
人
に
ま
ぎ
れ
ね
ば
、
楽
天
が
飲
酒
は
な
を
か
ぎ
り
有
け
り
と
て
、
用
の
事
か
た
づ
け
侍
り
ぬ
。

（
葛
の
松
原
）

は
目
的
語
が
「
用
の
事
」
で
具
体
名
詞
で
は
な
く
、
処
理
し
て
終
ら
せ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

近
世
の
「
か
た
づ
け
る
」
は
、
右
の
ほ
か
に
、

と
と

ハ
イ
、
相
応
な
所
が
ご
ざ
い
ま
し
た
か
ら
片
づ
け
ま
し
た
。

（
浮
世
風
日

二
の
上
）

の
よ
う
に
八
嫁
入
り
さ
せ
る
〉
意
味
の
例
が
多
く
あ
り
、

き
や
つ
あ
ら
だ
て
与
は
あ
し
か
り
な
ん
酒
に
ゑ
は
せ
て
か
た
づ
け
ん
と
思
ひ
（
鎌
田
兵
衛
名
所
盃

下）

の
よ
う
な
八
人
を
殺
す
〉
意
味
の
腕
曲
的
な
表
現
も
あ
る
。

近
代
に
入
る
と
、

「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
の
、

「
片
側
に
寄
る
」
と
い
う
第
一
の
意
味
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
か
た
づ
く
」
は
第
二
の
ご
方
に
片
寄
る
」

「
あ
る
方
向
に
寄
っ
て
落
ち
着
く
」
の
よ
う
な
用
法
が
中
心
と
な
り
、
中
で
も
具
体
的
に
「
物

が
整
頓
さ
れ
た
」
状
態
を
表
す
意
味
と
、
特
に
「
物
事
が
解
決
す
る
」
こ
と
を
表
す
意
味
が
目
立
っ
て
く
る
。
ま
た
、

「
嫁
に
行
く
」
意
味
の

例
も
多
い
。

一方、

「
か
た
づ
け
る
」
は
「
整
理
す
る
」

「
落
ち
着
か
せ
る
」
の
よ
う
な
用
法
が
中
心
と
な
り
、
特
に
「
物
を
整
理
す
る
」
意

味
で
使
う
こ
と
が
多
く
、

「
処
理
し
終
え
た
」
結
果
に
重
き
を
お
く
用
法
も
多
い
。
第
三
の
「
嫁
に
や
る
」

「
殺
す
」
も
近
世
の
用
法
と
同
じ

く
使
わ
れ
て
い
る
。

以
上
、
前
田
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
、

「
か
た
づ
け
る
」
の
歴
史
的
な
意
味
の
分
化
を
た
ど
っ
て
み
た
が
、
室
町
時
代
に
つ
い

室
町
時
代
編
二
』
の
同
項
目
を
左
に
引
用
し
て
参
照
し
て
み
よ
う
。

「
か
た
づ
く
」

て
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性
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二
二
八

か
た
づ
・
く
〔
片
付
く
〕
「
片
付
」

方
に
身
を
落
ち
つ
け
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

（
易
林
節
用
）
回
（
自
動
四
）
①
対
立
ま
た
は
並
立
し
て
い
る
両
者
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一

「
戊
ハ
中
ノ
心
ゾ
。
五
土
十
干
ノ
中
ニ
、
土
ハ
中
央
一
一
木
火
土
金
水
ト
次
第
シ
テ
四
行
ノ
中
ニ

イ
テ
、

ド
チ
ヲ
モ
ウ
ケ
テ
相
魁
ノ
ヨ
ナ
ヲ
シ
ヲ
ス
ル
ゾ
。
中
央
ニ
イ
テ
一
方
エ
カ
タ
ツ
カ
ヌ
ゾ
」
（
詩
学
大
成
抄
ニ
〉

「
四
郎
肢
を
旗
本
に

し
て
、
我
等
働
出
る
程
な
ら
ば
、
恐
は
一
日
の
聞
に
尾
州
は
此
方
へ
か
た
づ
き
申
べ
き
と
存
候
へ
共
」
（
甲
陽
軍
鑑
品
主
土
）
②
混
沌
と
し

た
状
態
に
決
着
が
つ
い
て
、

一
定
の
結
論
が
で
る
と
こ
ろ
と
な
る
。

「
王
ハ
天
地
ノ
気
ヲ
ウ
ク
ル
ホ
ド
ニ
カ
タ
ツ
イ
テ
、
天
地
ノ
中
ノ
気

ノ
ア
ル
所
一
一
ミ
ヤ
コ
ヲ
立
テ
イ
ラ
ル
、
ゾ
」
（
詩
学
大
成
抄
四
）

再
来
な
る
べ
し
0

・
：
あ
り
の
ま
与
に
奏
聞
し
た
て
ま
つ
り
、
勅
誌
に
ま
か
せ
て
、
と
も
か
く
も
か
た
づ
き
は
ん
ベ
ら
ん
と
て
」
（
短
編
H

「
こ
の
姫
は
天
よ
り
あ
た
へ
給
ふ
子
な
れ
ば
、

い
か
さ
ま
ゆ
へ
あ
る
人
の

鶴
の
草
子
下
〉

口
（
他
動
下
二
）
①
あ
る
物
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
事
態
に
お
い
て
、

カ
タ
ヅ
ク
ル
。
ー
裁
断
に
よ
っ
て
物
を
人
に
引
渡
す
」
（
羅
葡
日
〉
門
置
付
。
）

一
方
に
結
論
を
下
す
。

「
札
明
シ
テ
モ
ノ
ヲ
一
方

「
味
道
が
宰
相
ニ
ナ
ツ
タ
ニ
人
が
物
ヲ
ト
ゥ
、

一
方
エ
ヲ
ト

シ
ケ
ヌ
ゾ
。
両
方
ヲ
以
テ
ヨ
イ
ト
モ
ワ
ル
イ
ト
モ
カ
タ
ツ
ケ
ヌ
ゾ
」

（
玉
塵
十
七
）

「
一
方
が
あ
や
ま
っ
た
ら
ば
、

ょ
う
い
ふ
た
方
へ
や
ら

ふ
ず
れ
共
、

か
た
つ
け
う
や
う
が
な
ひ
。
そ
ち
へ
や
れ
ば
こ
ち
の
う
ら
み
、
こ
ち
へ
や
れ
ば
そ
ち
の
う

（
虎
明
狂
H
茶
壷
）
②
散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
を
、
し
か
る
べ
き
一
定
の
場
所
に
お
さ
め
る
。
「
門
田
仲
間
N
E
A
P

号
F
O
E－

ケ
タ
）
。
散
乱
し
て
い
た
物
を
あ
る
場
所
に
別
に
し
て
置
く
」

カ

い
づ
れ
も
お
な
じ
ゃ
う
な
れ
ば
、

ら
み
」

タ
ヅ
ケ
、

ク
ル
、

（
日
葡
⑮
）
「
〈
逐
電
シ
タ
傾
城
町
ノ
〉
十
蔵
諸
道
具
番

致
候
事
迷
惑
之
由
、
け
い
せ
ゐ
町
の
者
共
持
言
申
に
付
て
、
加
兵
へ
我
等
検
使
を
差
越
、
傾
城
町
の
者
共
同
前
に
十
蔵
家
の
内
へ
か
た
っ

け
、
符
判
を
致
、
我
等
足
軽
壱
人
番
に
付
置
候
」
（
梅
津
日
記
慶
長
十
七
、
八
、
十
人
）
③
混
乱
に
巻
込
ま
な
い
よ
う
に
、
妻
子
・
谷
属
な
ど
を

し
か
る
べ
き
処
に
移
し
て
、
そ
の
生
活
の
安
定
を
は
か
る
。
「
足
手
マ
ト
イ
ニ
成
－
一
何
テ
、
妻
子
ヲ
方
ツ
ケ
テ
、

パ

ウ

ズ

ホ

カ

コ

V
そ

サ

シ

イ

ソ

ギ

「
返
々
一
人
ハ
坊
主
ニ
サ
ダ
メ
、
ソ
ノ
外
ノ
子
共
ヲ
差
急
ソ
レ
ソ
レ
ニ
カ
タ
ツ
ケ
ベ
シ
」

ソ
シ
テ
萄
へ
行
ン
ト
シ

タ
レ
パ
」
（
社
津
考
序
）

（
本
福
寺
跡
書
）

「信

玄
公
へ
内
通
仕
た
る
侍
大
将
衆
の
人
質
を
取
、

甲
州
府
中
へ
指
越
、

其
人
々
の
郎
等
、

内
の
者
上
下
各
を
甲
州
下
山
へ
か
た
っ
け
、

奥



津
の
横
山
に
城
を
取
、
普
請
を
被
ニ
仰
付
一
」
（
甲
陽
軍
鑑
品
品
川
同
一
）
④
む
す
め
を
他
家
に
縁
づ
け
る
。
嫁
が
せ
る
。

す
め
を
い
か
や
う
に
も
か
た
つ
け
〈
奈
良
絵
本
「
有
つ
け
」
〉
は
ん
べ
ら
ん
」
（
短
編
H
東
洋
大
本
さ
t

ぶ
や
き
竹
）

「
御
示
現
に
従
ひ
て
む

語
義
の
記
述
が
周
到
懇
切
で
あ
り
、
用
例
も
豊
富
で
、
参
考
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
小
論
の
テ
l
マ
と
の
か
か
わ
り
で
は
〈
嫁
に
行

く
、
や
る
〉
の
う
ち
の
少
く
と
も
〈
嫁
に
や
る
〉
ほ
う
の
「
か
た
づ
く
」
（
他
動
下
二
〉
は
室
町
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
だ
、
と
い
う
点

が
特
に
注
目
さ
れ
る
。

以
上
に
諸
先
学
の
探
索
を
た
よ
り
に
「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
の
現
代
語
に
お
け
る
意
味
と
、
そ
れ
に
至
る
歴
史
的
な
意
味
の
分

化
、
展
開
を
み
て
き
た
。
こ
と
ば
の
諸
側
面
の
な
か
で
、
意
味
は
も
っ
と
も
連
続
性
の
多
い
、
境
界
の
明
ら
か
で
な
い
性
質
が
著
し
い
と
さ
れ

（

6
〉

て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
を
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
「
語
実
論
的
統
語
論
」
（
－

a－
g
aロ
E
H）
の
考
え
に
よ
り
、
動
詞
の

（

7）
 

格
支
配
の
面
か
ら
し
ら
べ
て
み
よ
う
。
ち
ょ
う
ど
『
日
本
語
基
本
動
詞
用
法
辞
典
』
が
基
本
的
な
動
詞
七
二
八
語
の
結
合
価
を
分
析
し
て
お

り
、
そ
の
一
項
目
と
し
て
「
か
た
づ
け
る
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
原
文
は
横
書
き
）

ω散
ら
か
っ
て
い
る
場
所
を
き
れ
い
に
す
る
。

〈
文
型

V
〔
人
〕
｛
が
／
は
｝
〔
所
〕
を
片
づ
け
る

（
例
）
母
が
部
屋
を
片
づ
け
た
・
机
の
上

〔
引
出
し
の
中
〕
を
片
づ
け
る

ω散
ら
ば
っ
て
い
る
物
を
き
ち
ん
と
整
え
る
。

八
文
型

V
〔
人
〕
｛
が
／
は
｝
〔
物
〕
を

（
〔
所
〕
｛
に
／
へ
｝
）
片
づ
け
る

（
例
）
洋
子
は
本
を
本
棚
に
片
づ
け
た
・
書
類
〔
お
も
ち
ゃ
／
食
器
／
ふ
と
ん
〕
を
片
づ
け
る

ω物
事
を
処
理
し
た
り
、
解
決
し
た
り
す
る
。

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

九



二
三
O

八
文
型

V
〔
人
・
組
織
〕
｛
が
／
は
｝
〔
事
〕
を
片
づ
け
る

（
例
）
弘
は
宿
題
を
片
づ
け
た
・
政
府
は
領
土
問
題
を
片
づ
け
た
・
仕
事
〔
難
問
・
課
題
〕
を
片
づ
け
る

川
刊
嫁
に
や
る
。

〈
文
型

V
〔
人
〕
｛
が
／
は
｝
〔
娘
〕
を
（
〔
所
〕
に
）
片
づ
け
る

（
例
）
彼
は
娘
を
立
派
な
人
の
も
と
〔
名
家
・
旧
家
〕
に
片
づ
け
た

「
か
た
づ
く
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
他
動
調
「
か
た
づ
け
る
」
に
対
応
す
る
自
動
詞
と
い
う
性
格
か
ら
、
わ
り
あ
い
容
易
に
右

と
同
じ
様
式
で
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
用
例
な
ど
も
で
き
る
だ
け
同
じ
も
の
を
踏
襲
し
て
、
同
じ
書
式
で
左
に
書
い
て
み
よ
う
。

ω散
ら
か
っ
て
い
た
場
所
が
き
れ
い
に
な
る
。

八
文
型

V
〔
所
〕
｛
が
／
は
｝
片
づ
く

（
例
）
部
屋
は
片
づ
い
た
・
机
の
上
〔
引
出
し
の
中
〕
が
片
づ
く

ω散
ら
ば
っ
て
い
た
も
の
が
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
る
。

八
文
型

V
〔
物
〕
｛
が
／
は
｝
（
〔
所
〕
｛
に
／
へ
｝
）
片
づ
く

（
例
）
本
は
本
棚
に
片
づ
い
た
・
書
類
〔
お
も
ち
ゃ
／
食
器
／
ふ
と
ん
〕
が
片
づ
く

ω物
事
が
処
理
ず
み
に
な
っ
た
り
、
解
決
さ
れ
た
り
す
る
。
決
ま
り
が
つ
く
。

八
文
型

V
〔
事
〕
｛
が
／
は
｝
片
づ
く

（
例
）
宿
題
が
片
づ
い
た
・
領
土
問
題
は
片
づ
い
た
。
仕
事
〔
難
問
・
課
題
〕
が
片
づ
く

ω嫁
に
行
く
。

（
多
く
は
親
の
立
場
か
ら
言
う
）

〈
文
型

V
〔
娘
〕
｛
が
／
は
｝
（
〔
所
〕
に
）
片
づ
く

（
例
）
彼
の
娘
は
立
派
な
人
の
も
と
門
名
家
・
旧
家
〕
に
片
づ
い
た



右
の
記
述
を
試
み
て
、
現
代
語
に
お
け
る
「
か
た
づ
く
」
と
「
か
た
づ
け
る
」
と
は
、
自
動
詞
と
他
動
詞
の
対
応
が
か
な
り
よ
く
保
た
れ
て

い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

現
代
語
よ
り
以
前
に
存
在
し
た
意
味
・
用
法
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
は
、
右
の
い
ず
れ
か
の
項
目
の
前
身
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の

範
囲
に
入
ら
な
い
意
味
・
用
法
に
対
し
て
、
同
じ
方
法
を
適
用
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
厳
密
に
は
成
り
立
た
な
い
恐
れ
が
あ
る
が
、
近
似
的
な

意
味
で
あ
え
て
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

万
葉
集
の
歌
の
例
は
、

〔
建
造
物
〕
｛
が
／
は
｝
〔
所
〕
｛
に
／
へ
｝
か
た
づ
く

と
い
う
文
型
と
み
ら
れ
る
。
〔
所
〕
と
い
う
の
は
、

「
か
た
づ
く
」
の
出
発
点
と
も
み
ら
れ
る
、

い
う
、
位
置
関
係
の
状
態
表
現
で
あ
る
。

「
海
、
山
、
谷
」
な
ど
の
大
き
い
自
然
物
で
あ
り
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
住
居
し
て
い
る
と

「
に
／
へ
」
と
い
う
格
助
詞
は
三
例
の
歌
に
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
が
、
現
代
語
と
の
類
比
の
便
宜

上
想
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

時
代
を
下
っ
て
源
俊
頼
の
「
鳥
が
山
か
た
づ
き
て
立
つ
」
と
い
う
歌
に
お
け
る
「
か
た
づ
く
」
は
、

〔
烏
〕
｛
が
／
は
｝
〔
所
〕
｛
に
／
へ
｝
か
た
づ
く

と
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

室
町
時
代
の

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
自
動
詞
「
か
た
づ
く
」
の
①
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
尾
州
は
此
方
へ
か
た
づ
き
申
べ
き
」

（
甲
陽

軍
鑑
）
な
ど
は
、

〔
組
織
〕
｛
が
／
は
｝
〔
組
織
〕
｛
に
／
へ
｝
か
た
づ
く

と
い
う
文
型
と
解
さ
れ
、
現
在
は
普
通
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

同
辞
典
の
語
釈
に
「
対
立
ま
た
は
並
立
し
て
い
る
両
者
の
間
に
あ
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軍
勢
、
社
会
的
組
織
の
は
り
あ
い
の
中
で
、
い
ず

れ
に
接
近
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
文
脈
の
中
で
使
わ
れ
る
「
か
た
づ
く
」
は
、
万
葉
集
の
歌
に
お
け
る
そ
れ
か
ら
み
れ
ば
、
お
の
ず
と
大
き
い

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

一一一一
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意
味
的
な
変
質
を
生
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
前
田
氏
が
、
中
古
か
ら
中
世
へ
か
け
て
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
、

や
や
比
輪
的
に
「
一
方
に
片

寄
る
」
意
味
を
表
す
よ
う
に
変
わ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
背
景
に
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
辞
典
の
②
「
混
沌
と
し
た
状
態
に
決
着
が
つ
い
て
、

一
定
の
結
論
が
で
る
と
こ
ろ
と
な
る
」
と
い
う
意
味
は
、
①
の
意
味
が
抽
象
的
に
な

っ
て
生
じ
た
も
の
と
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
前
に
現
代
語
に
つ
い
て
立
て
た

〔
事
〕
｛
が
／
は
｝
か
た
づ
く

と
い
う
文
型
に
は
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
辞
典
の
他
動
詞
「
か
た
づ
く
」

（
下
二
）

は
四
つ
の
意
味
を
立
て
て
お
り
、
①
「
あ
る
物
の
帰
趨
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
事
態
に
お

一
方
に
結
論
を
下
す
」
に
つ
い
て
は
、
考
え
る
べ
き
点
が
多
い
。
自
動
詞
「
か
た
づ
く
」
の
①
②
と
意
味
の
上
で
強
い
対
応
関
係
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
。
羅
葡
日
対
訳
辞
書
に
お
け
る
、
ラ
テ
ン
語
E
〉
【
注
目
no－
－
に
当
て
は
め
ら
れ
た
「
札
明
シ
テ
モ
ノ
ヲ
一
方
ニ
カ
タ
ヅ
ク
ル
」

い
て
、

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
よ
る
「
裁
断
に
よ
っ
て
物
を
人
に
引
渡
す
」
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
、

〔
人
〕
｛
が
／
は
｝
門
物
〕
を
〔
人
〕
に
か
た
づ
け
る

と
い
う
文
型
だ
と
理
解
さ
れ
、
現
代
で
は
普
通
使
わ
れ
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
。
時
代
別
国
語
大
辞
典
の
同
じ
項
に
引
か
れ
て
い
る
狂
言
「
茶

壷
」
の
例
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
に
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
例
の
直
前
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
玉
塵
」
の
例
「
両
方
ヲ
以
テ
ヨ
イ
ト
モ
ワ
ル

イ
ト
モ
カ
タ
ツ
ケ
ヌ
ゾ
」
は
〈
裁
断
す
る
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
て
、

〔
人
〕
｛
が
／
は
｝
〔
人
・
事
〕
を
岡
岡
吉
か
た
づ
け
る
（
「
と
」
は
、
引
用
の
「
と
」
）

と
い
う
文
型
で
あ
り
、
現
代
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

時
代
別
国
語
大
辞
典
の
「
か
た
づ
く
」
（
他
動
下
二
）

た
づ
け
る
」
と
同
じ
文
型
で
説
明
が
で
き
る
。
③
は
、

の
②
は
「
整
理
す
る
」
、
④
は
「
嫁
が
せ
る
」
の
意
味
で
、
さ
き
に
見
た
現
代
語
「
か

門
人
〕
｛
が
／
は
｝
〔
妻
・
子
な
ど
〕
を
〔
所
〕
｛
に
／
へ
｝
か
た
づ
け
る



と
い
う
、
④
に
近
い
文
型
で
あ
ろ
う
。
＠
の
「
嫁
が
せ
る
」
の
意
味
は
、
②
の
「
整
理
す
る
」
の
意
味
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
は
限
ら
ず
、
む

し
ろ
③
の
よ
う
な
、
庇
護
す
べ
き
人
を
あ
る
所
に
落
ち
着
け
て
安
定
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
時
代
別
国
語
大
辞
典
の
各
項
目
の
記
述
を
主
に
検
討
す
る
結
果
に
な
っ
た
が
、

な
っ
た
格
支
配
の
あ
り
ょ
う
を
眺
め
た
。
上
に
挙
げ
て
き
た
用
例
の
範
囲
で
は
、
ほ
か
に
は
特
に
あ
げ
る
べ
き
文
型
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
の
現
代
語
と
こ
と

「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
が
述
語
に
な
っ
て
作
り
出
す
文
型
の
面
か
ら
み
て
き
た
が
、
そ
れ
を
も
参
考
に
し
て
意
味
の
具
体
的
な
実

質
の
面
か
ら
、
語
義
の
展
開
し
て
き
た
あ
と
を
か
え
り
み
る
と
、

は
じ
め
空
間
的
な
位
置
や
移
動
の
単
純
な
表
現

で
あ
っ
た
「
か
た
づ
く
」
が
、
八
移
動
先
が
注
目
さ
れ
て
い
た
情
況
の
中
で
、
あ
る
移
動
先
に
移
動
し
、
落
ち
着
く
〉
と
い
う
、
社
会
性
を
お

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

び
た
意
味
の
方
向
に
ま
ず
転
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
世
後
期
に
は
生
じ
て
い
た
、
「
か
た
づ
け
る
」
の
前
身
で
あ
る
「
か
た
づ
く
」
（
下
二
段
）

に
も
、
対
応
し
て
同
じ
よ
う
な
動
き
が
想
定
さ
れ
る
。
八
移
動
〉
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
結
果
で
あ
る
〈
落
ち
着
く
〉
あ
る
い
は
〈
落
ち
着

げ
る
〉
と
い
う
と
こ
ろ
に
意
味
の
重
点
が
移
る
と
、
八
落
着
〉
八
結
着
〉
、
八
解
決
〉
、

〈
終
了
〉
の
よ
う
な
方
向
へ
の
変
化
が
生
じ
て
く
る

」
と
は
理
解
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

落
ち
着
く
、
あ
る
い
は
落
ち
着
け
ら
れ
る
の
は
、
移
動
の
主
体
自
身
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
移
動
主
体
が
移
動
し
た
結
果
、
移
動
主
体
の
ま

わ
り
に
あ
る
者
、
あ
る
い
は
移
動
さ
せ
た
者
が
、
じ
や
ま
な
存
在
が
な
く
な
っ
て
さ
っ
ぱ
り
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
事
態
の
表
現
に
も
展
開
し

て
行
き
、
こ
の
方
が
現
代
で
は
む
し
ろ
主
流
に
な
っ
た
。
他
動
詞
「
か
た
づ
け
る
」
は
、
八
さ
つ
ば
り
し
た
状
態
に
な
る
よ
う
に
処
置
す
る
〉

八
処
理

V
八
解
決
〉
の
よ
う
な
方
向
に
転
じ
て
行
き
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

結

び

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

一一一一



二
三
四

「
か
た
づ
け
る
」
の
〈
嫁
に
や
る
〉
と
い
う
意
味
は
、
こ
の
動
詞
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
特
殊
な

臨
時
的
な
一
つ
の
用
法
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
多
義
の
中
の
一
つ
と
し
て
相
応
の
存
在
を
保
っ
て
い
る
こ
と
は
、
現
代
の
あ
れ
こ
れ
の

国
語
辞
典
の
記
述
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
多
義
語
の
内
部
に
お
け
る
有
契
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
現
代
語
と
し
て
は
基
本

義
に
な
っ
て
い
る
〈
じ
や
ま
な
物
を
整
理
し
て
き
ち
ん
と
し
た
状
態
に
す
る
〉
と
い
う
意
味
か
ら
の
派
生
義
と
し
て
意
識
さ
れ
、
理
解
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
節
で
み
た
、
専
門
家
に
よ
る
意
味
分
析
と
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
現
代
語
の

共
時
意
識
と
し
て
、
ご
く
自
然
な
、
当
然
な
意
味
関
係
に
対
す
る
解
釈
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
関
係
の
解
釈
か
ら
は
、
第
一
節
の
後
半
に
引
用
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
も
は
っ
き
り
と
表
れ
た
よ
う
に
、
娘
を
じ
や
ま
な
物

に
類
比
す
る
よ
う
な
発
想
か
ら
生
じ
た
意
味
と
し
て
、
性
差
別
的
な
表
現
の
一
例
と
し
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
自
然
な
成
り
行
き

と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
親
の
立
場
か
ら
身
内
の
者
を
へ
り
く
だ
っ
て
表
現
す
る
意
図
も
含
ん
で
い
る
と
い
う
解
釈
が
生
じ
る
こ

と
は
、

さ
き
の
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
の
仰
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「
愚
妻
、
荊
妻
、
愚
息
、
豚
児
」
の
よ
う
な
語
が
あ
ま
り
好
ま
れ
な

く
な
っ
て
き
た
の
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
、
〈
嫁
に
や
る
〉
意
味
の
「
か
た
づ
け
る
」
は
敬
遠
さ
れ
、
す
た
れ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

右
に
、
他
動
詞
「
か
た
づ
け
る
」
の
八
嫁
に
や
る

V
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
自
動
詞
「
か
た
づ

く
」
の
〈
嫁
に
行
く

V
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
も
、
お
よ
そ
対
応
的
に
当
て
は
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
共
時
論
的
な
事
実
、
現
象
は
、
通
時
論
の
観
点
か
ら
眺
め
直
す
と
、
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
節
に
お
い
て
、
諸

先
学
の
研
究
を
た
よ
り
に
こ
の
二
つ
の
動
詞
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
た
結
果
、
共
時
論
と
は
く
い
ち
が
い
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
前
田
氏
は
近
世
に
お
け
る
「
か
た
づ
く
」
（
四
段
活
用
）
に
関
し
て
、

さ
ら
に
、
第
三
に
、

「
あ
る
所
に
落
ち
着
く
」
こ
と
の
中
で
特
に
限
定
さ
れ
た
意
味
と
し
て
、

『
好
色
訓
蒙
図
案
』
の
「
い
ま
だ
か
た
づ

か
ぬ
お
姫
様
な
ど
「
嫁
に
行
く
」
こ
と
を
表
わ
す
も
の
が
あ
り
、

『
艶
道
通
鑑
』

『
心
中
恋
の
中
道
』

『
蕩
子
墨
任
解
』

『
規
短
の
信



『
浮
世
風
目
』

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
い
て

折
』ョ

『
か
ど
み
麿
』
な
ど
例
が
多
い
。

「
か
た
づ
く
」
に
八
物
（
場
所
）
が
整
頓
さ
れ
て
き
ち
ん
と
な
る
〉
と
い
う
意
味
、
が
す
で
に
生
じ
て

い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
前
田
氏
は
特
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

「
か
た
づ
け
る
」
に
〈
整
理
す
る

V
の
意
味
は
す
で
に
あ
っ
た
わ

け
な
の
で
、

「
か
た
づ
く
」
に
対
応
す
る
意
味
が
す
で
に
生
じ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の
前
田
氏
の
意
味
関
係
に
つ
い

て
の
解
釈
は
注
目
に
値
す
る
。

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
時
代
別
国
語
大
辞
典
の
「
か
た
づ
く
」

（
他
動
下
二
）

の
項
に
お
い
て
、

四
つ
の
意
味
が
立
て
ら
れ
て
い
る
中

で
、
④
の
〈
嫁
が
せ
る

V
の
意
味
は
②
の
〈
整
理
す
る
〉
の
意
味
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
み
る
よ
り
も
、
③
の
〈
庇
護
す
べ
き
者
を
安
全
な
所

に
落
ち
着
か
せ
る

V
の
よ
う
な
意
味
と
近
縁
関
係
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
こ
の
仮
定
が
成
り
立
っ
た
ば
あ
い
に
お
い
て
も
、
現
代
語
の
意
識
に
お
け
る
右
に
述
べ
た
現
象
は
、
否
定
し
え
な
い
事
実
と
し

て
存
在
す
る
。

「
か
た
づ
け
る
」
の
〈
嫁
に
や
る
〉
と
い
う
意
味
は
人
物
を
整
理
す
る
〉
と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
た
の
だ
と
い
う
、
意
味
関

係
の
解
釈
は
、
少
な
く
と
も
民
間
語
源
説
的
な
現
象
と
し
て
、

か
な
り
は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
。

小
稿
で
「
か
た
づ
く
」

「
か
た
づ
け
る
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
こ
と
の
結
果
は

一
般
化
し
て
言
え
ば
、
池
上
嘉
彦
氏
が
『
意
味
論
』
で

「
多
義
性
の
構
造
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
こ
と
の
後
半
の
、

通
時
的
な
有
契
性
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
が
共
時
的
な
有
契
性
と
し
て
も
感
じ
と
ら
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
多
い
が
、
共
時

的
な
レ
ベ
ル
で
の
有
契
性
が
通
時
的
な
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
形
で
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。

一
つ
の
事
例
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

注（1
）
『
放
送
研
究
と
調
査
お

l
u』
（
一
九
八
六
）
所
収
の
最
上
勝
也
「
働
く
女
性
の
こ
と
ば
の
意
識
」

（2
）
平
凡
社
選
書
七
三
（
一
九
八
二
〉

（3
）
角
川
小
辞
典
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i
2
（
一
九
八
四
）

多
義
語
内
部
に
お
け
る
有
契
性

二
三
五



二
一
二
六

（4
）
「
か
た
づ
き
ろ
」
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
歌
舞
伎
十
八
番
集
〉
の
頭
注
に
「
傍
に
片
づ
い
て
い
る
。

い
は
、
「
か
た
づ
き
ゐ
ろ
」
の
略
で
あ
ろ
う
か
。

か
た
勺
け

（5
）
こ
の
意
味
の
例
と
し
て
、
前
田
論
文
に
『
幼
稚
子
敵
討
』
の
「
片
付
／
＼
。
ハ
テ
片
付
と
い
ふ
に
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
単
純
に
み
る
と
四
段
活

用
の
「
か
た
づ
く
」
の
命
令
形
の
よ
う
に
み
え
る
の
で
、
い
ま
保
留
と
す
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
（
歌
舞
伎
脚
本
集
上
）
の
頭
注
に
は
、
「
道
路
の
片

側
に
寄
れ
。
片
寄
れ
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

（6
）
仁
田
義
雄
『
語
実
論
的
統
語
論
』
（
一
九
八

O
明
治
書
院
）

（
7
）
小
泉
保
他
四
氏
編
（
一
九
八
九
大
修
館
書
店
）
以
下
に
筆
者
の
案
に
よ
っ
て
文
型
を
表
示
し
た
ば
あ
い
も
、

〔
意
味
特
性
〕
一
覧
な
ど
に
ほ
と
ん
ど
従
っ
た
。

（8
）
池
上
嘉
彦
『
意
味
論
意
味
構
造
の
分
析
と
記
述
』
（
一
九
七
五

片
寄
っ
て
お
れ
」
と
注
さ
れ
て
い
る
。

あ
る

こ
の
書
の
凡
例
に
の
せ
ら
れ
て
い
る

大
修
館
書
店
）


