
明
治
期
の
即
時
的
表
現
の
分
類
と
使
用
状
況

-

江
戸
期
と
の
比
較
を
通
し
て
1

-

中

里

理

子

は
じ
め
に

近
代
的
文
章
の
成
立
と
発
達
を
考
え
る
際
の
観
点
の
一
つ
に
､
文
の
接

続
形
式
が
あ
る
｡
近
代
の
接
続
表
現
に
つ
い
て
は
､
進
藤
咲
子
氏
､
木
坂

基
氏
ら
に
よ
る
幅
広
い
研
究
が
さ
れ
て
い
る
が
(注
-
)
,
個
別
の
表
現
形
式

に
注
目
し
た
調
査
は
少
な
い
｡
そ
こ
で
今
回
､
即
時
的
表
現
を
取
り
上
げ
'

明
治
期
の
小
説
類
を
中
心
に
調
査
し
た
｡
即
時
的
表
現
と
は
､
現
代
語
の

｢-
や
い
な
や
｣
｢-
と
た
ん
に
｣
な
ど
に
当
た
る
も
の
で
､
あ
る
事
柄

に
引
き
続
い
て
時
を
置
か
ず
に
別
の
事
柄
が
起
こ
る
こ
と
を
示
す
表
現
で

あ
る
｡
数
あ
る
接
続
表
現
の
中
で
即
時
的
表
現
を
取
り
上
げ
た
の
は
､
従

来
､
即
時
的
表
現
を
ま
と
め
て
取
り
扱

っ
た
研
究
が
少
な
い
こ
と
(注
2
)'

古
-
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
発
達
し
て
い
る
の
で
､
表
現
の
変
遷
を
辿

り
な
が
ら
､
語
嚢
の
面
か
ら
近
代
的
文
章
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
｡

本
稿
の
目
的
は
､
調
査
の
結
果
集
ま
っ
た
即
時
的
表
現
を
分
類
し
整
理

す
る
こ
と
､
そ
れ
ら
の
表
現
の
使
用
状
況
を
見
る
こ
と
で
近
代
的
文
章
が

定
ま
っ
て
い
く
過
程
を
知
る
資
料
と
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
る
｡
明
治
期

の
即
時
的
表
現
を
見
る
に
際
L
t
江
戸
期
か
ら
の
流
れ
を
ど
う
受
け
継
い

で
い
る
か
を
考
え
る
た
め
に
､
調
査
の
対
象
を
江
戸
期
か
ら
明
治
期
ま
で

の
文
芸
作
品
に
L
t
な
る
べ
-
多
-
の
ジ
ャ
ン
ル
に
亘
る
よ
う
に
配
慮
し

な
が
ら
､
江
戸
は
後
期
を
中
心
に
四
〇
作
品
､
明
治
は
五
〇
作
品
を
選
ん

で
調
査
し
た
｡
そ
の
う
ち
､
用
例
の
な
い
も
の
や
極
端
に
少
な
い
も
の
等

を
除
き
､
江
戸
三

〇
作
品
､
明
治
四
五
作
品
を
資
料
と
し
､
表
に
示
し
た

(注
3
)｡
な
お
､
こ
こ
で
扱
う
の
は
､
接
続
助
詞
に
準
ず
る
も
の
に
限
っ
た
｡

た
と
え
ば
'
｢-
と
す
ぐ
に
｣
は
連
語
で
接
続
助
詞
的
な
働
き
を
す
る
も

の
と
し
て
扱
う
が
'
｢す
ぐ
に
｣
だ
け
で
副
詞
と
し
て
独
立
し
て
用
い
ら

れ
る
も
の
は
扱
わ
な
い
｡

7

一

江
戸

･
明
治
に
お
け
る
即
時
的
表
現
の
分
類

集
め
た
資
料
を
基
に
､
即
時
的
表
現
の
中
心
と
な
る
品
詞
に
焦
点
を
あ

て
た
分
類
を
試
み
た
｡
今
回
明
治
期
の
資
料
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で

も
'
江
戸
期
に
用
例
が
あ
る
も
の
は
分
類
に
加
え
た
｡
品
詞
別
に
分
類
し



た
の
は
'
古
-
主
に

｢か
ら
｣
｢よ
り
｣
な
ど
の
助
詞
や

｢や
が
て
｣
な

ど
の
副
詞
で
表
さ
れ
た
即
時
的
表
現
が
､
近
世

･
近
代
に
は
す
で
に
複
合

助
詞
が
発
達
し
､
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
品
詞
を
使
っ
た
表
現
に
広
が
っ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
意
味
も
あ
る
｡
分
類
を
示
し
た
後
に
用
例
を
引
き
な

が
ら
各
項
を
説
明
す
る
｡
用
例
は
､
江
戸
期
の
資
料
に
し
か
見
ら
れ
な
か

っ
た
も
の
以
外
は
'
明
治
期
の
も
の
を
挙
げ
た
｡

a

未
完
了

b

思
ふ

･
見
る

⑤

形
容
詞

a

早
い
･
遅
い

も
あ
へ
ず
/
も
は
て
ず
/
も
終
ら
ず
/
ち
-
ず

か
と
思
ふ
と

･
思
へ
ば
/
か
と
見
る
と
/

か
と
思
ふ
間
に
/
か
と
見
る
間
に
/

と
思
ふ
間
も
な
く

よ
り
早
-
/
が
早
い
か
/
を
遅
し
/
開
運
し
/

[品
詞
別
分
類
]

①

助
詞

a

格
助
詞

b

そ
の
他

②

助
詞
+
副
詞

ば

･
に

･
と

･

た
ら

か
ら

(に
)
/
よ
り

(ち
)

や
い
な
や
/
か
-
ぬ
か
に
/
や

て
+
す
ぐ
に
/
す
ぐ
さ
ま
/
た
だ
ち
に
/
た
ち
ま
ち
/

に
わ
か
に
/
ま
も
な
-
/
急
に
/
す
な
は
ち
/

き
っ
そ
く
/
じ
き
に
/
や
が
て

③

名
詞

a
時

折
し
も
/
折
か
ら
/
時
L
も

程
こ
そ
あ
れ
/
折
こ
そ
あ
れ
/
折
し
も
あ
れ
/

(
程
こ
そ

あ
り
け
れ
)

間
も
あ
ら
せ
ず
/
ひ
ま
も
あ
ら
せ
ず
/
程
も
あ
ら
せ
ず

間
も
な
-
/
ひ
ま
も
な
-

b

タ
イ
ミ
ン
グ

と
た
ん
/
は
ず
み
/
拍
子
/
や
さ
き

C

同
時

と
と
も
に
/
と
同
時
に
/
瞬
間

d

そ
の
他

よ
り
先
に
/
そ
ば
か
ら
/
下
か
ら
/

ま
ま

(に
)
(注
4
)/

妄
り
一
(注
5
)

④

動
詞

八
や
遅
さ
V

b

同
時

と
ひ
と
し
く
/

(と
同
じ
く
)
(注
6
)

⑥

接
尾
辞

-
さ
ま
/
-
次
第

*

(

)
内
は
､
中
世
の
資
料
(注
7
)
に
は
見
ら
れ
た
が
､
今
回

調
査
し
た
江
戸

･
明
治
期
の
資
料
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
､

1

t
は
同
じ
-
現
代
語
に
は
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
.

①

a
は
'
時
間
的
な
動
作
の
起
点
を
示
す

｢か
ら

･
よ
り
｣
を
使
う
も

の
で
あ
る
｡
｢か
ら

(に
)｣
は
､
古
-

｢吹
く
‥禦
叫
樟
風
の
草
木
の
し
を

る
れ
ば
む
べ
山
風
を
嵐
と
い
ふ
ら
む

(古
今
和
歌
集
)｣
の
よ
う
に
使
わ
れ
､

明
治
期
に
も
少
数
だ
が

｢見
る
射
場
忽
ち
肉
動
き
肝
踊
っ
て

(風
流
仏
)｣

の
よ
う
な
例
が
あ
る
.
｢よ
り

(ち
)｣
は
､
｢-
と
語
る
を
開
く
封
吊
り鉄
弥

は
忽
ち
顔
色
烈
火
の
ご
と
-
に
な
-

(高
橋
阿
伝
夜
叉
辞
)｣
｢狐
は
斯
と

見
る
よ
り
も
周
章
狼
狽
逃
て
行
-
を

(こ
が
ね
丸
)｣
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
｡

江
戸
期
の
資
料
に
も
多
-
見
ら
れ
る
が
､
上
接
語
の
ほ
と
ん
ど
が

｢見
る

･
聞
-

二
百
ふ

･
語
る

･
思
ふ
｣
で
あ
り
'
固
定
化
し
た
表
現
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡

①
b
は
係
助
詞

(あ
る
い
は
接
続
助
詞
)
｢や
｣
'
並
立
助
詞

｢か
｣
を

8



使
う
も
の
を
分
類
し
た
｡
｢お
政
が
坐
舗
を
出
る
や
い
な
や
､
文
三
は
今

ま
で
の
溜
め
涙
を

一
時
に
は
ら
は
ら
と
落
し
た
｡
(浮
雲
)｣
｢投
げ
込
む

√‖tHJhJrリ

E'目

HHru

錨
の
娘
に
沈
む
か
沈
ま
ぬ
か
に
､
私
は

r
ヤ
ツ
｡
し
ま
っ
た
｡
』
と
絶
叫

し
た
よ
｡
(海
底
軍
艦
)｣
｢
マ
ル
ツ
ラ
バ
ー
ス
己
二
舟
二
上
リ
テ
岸
ヲ
離

ル
ゝ
刊
忽
チ
暗
夜
二
両
親
友
二
間
ヲ
隔
テ
ラ
レ

(花
柳
春
話
)｣
な
ど
で
あ

る
｡
｢や
い
な
や
｣
は
､
江
戸
期
に
は

｢と
い
な
や
｣
｢が
い
な
や
｣
の
形

q
HHLいりJHHMH川HrHHtHLHHJHu

が
見
ら
れ
､
明
治
期
に
も

｢こ
れ
を
き
-
が
い
な
や

(安
愚
楽
鍋
)｣
の
よ

う
な

｢が
い
な
や
｣
の
例
が
い
-
つ
か
あ
り
､
江
戸
期

･
明
治
期
を
通
し

て
表
現
が
揺
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､
本
来
の
形
は

｢
や
い
な
や
｣
で

あ
り
(注
8
)
､
｢
い
な
や
｣
が
補
足
的
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
(注
9
)こ
と
か

ら
､
助
詞

｢や
｣
を
中
心
と
し
た
表
凍
で
あ
る
と
考
え
た
｡
｢か
-
ぬ
か

に
｣
は

｢其
ホ
､
笑
が
外
へ
現
は
れ
る
か
現
は
れ
ぬ
に
､
急
に
し
ほ
〈

と
し
た
顔
付
に
襲
じ

(小
公
子
)｣
の
よ
う
に
後
の

｢か
｣
が
脱
落
し
て
い

る
も
の
も
含
め
る
｡
｢や
い
な
や
｣
｢か
-
ぬ
か
に
｣
は
'
前
件
の
成
立
を

否
定
的
に
表
現
す
る
こ
と
で
､
前
件
が
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
後
件
が
起
こ

る
よ
う
な
､
切
迫
し
た
即
時
性
を
表
す
｡

②
の

｢助
詞
+
副
詞
｣
は
､
｢-
と
す
ぐ
に
｣
の
周
辺
に
あ
る
さ
ま
ざ

ま
な
類
義
表
現
で
あ
る
.
｢源
次
郎
は
屋
敷
に
帰
る
善

男
部
屋
へ
参

示
す
副
詞
の
意
味
に
頼
る
も
の
で
あ
る
｡
助
詞
の
後
に
読
点
を
入
れ
る
も

の
も
含
め
た
｡

③
の

aは
時
を
表
す
名
詞
を
使
っ
た
表
現
で
あ
る
｡
｢折
し
も

･
折
か

ら

･
時
L
も
｣
は
あ
る
時
間
の
幅
を
表
し
得
る
の
で
､
｢思
案
に
胸
を
痛

む
る
副
根
が
引
下
で
お
松
が
大
声
に
て

(春
雨
文
庫
)｣
の
よ
う
な
即
時
的

表
現
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
も
多
い
が
､
そ
の
中
で

｢
口
を
掩
ふ
折
し
も

再
た
び
時
の
鐘
ボ
オ
ー
ン

(春
雨
文
庫
)｣
｢目
ニ
ハ
兄
へ
ネ
ド
手
ノ
如
キ

モ
ノ
ニ
鯛
レ
タ
リ
ー
思
フ
折
柄
イ
ー
冷
ヤ
カ
ニ
柔
軟
カ
ナ
ル
指
ノ
我
ガ
咽

喉
ヲ
掴
ミ
タ
ル
ー
覚
へ
タ
リ

(龍
動
鬼
談
)｣
｢そ
の
声
に
主
客
と
も
に
驚

-
時
L
も
､
間
の
障
子
楓
と
開
き
､
入
-
来
る
二
人
の
女
あ
り

(自
由
艶

舌
女
文
章
)｣
な
ど
､
二
つ
の
事
柄
が
時
間
的
に
近
接
し
て
起
こ
り
､
｢や

い
な
や
｣
｢と
た
ん
に
｣
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
よ
う
な
例
を
数
え
た
｡
｢-

逃
よ
く

』
と
い
ふ
程
こ
そ
あ
れ
､
四
方
八
方
へ
散
々
に
乱
れ
立
ち

(花

9

暦
八
笑
人
)｣
｢膝
に
引
ツ
敷
-
折
こ
そ
あ
れ
｡
ふ
し
ぎ
や
又
も
か
け
-
る

忠
信
｡
(義
経
千
本
桜
)｣
｢間
近
ま
で
往
よ
と
見
え
た
る
時
L
も
あ
れ
噂

と
打
出
す
小
銃

1
発

(春
雨
文
庫
)｣
な
ど
は
､
T平
家
物
語
』
に
見
ら
れ

る
と

(怪
談
牡
丹
燈
寵
)｣
｢小
し
ゆ
ん
は
案
馨
で
云
っ
て
､
直
ぐ
様
腕
車

に
乗
ツ
た

(初
す
が
た
)｣
｢ダ
ロ
ニ
ー
ハ
斯
-
と
見
や
郵
現
川叫
兵
隊
へ
下

E■‖川H川H目

u

知
を
侍
へ
(自
由
の
凱
歌
)｣
｢言
了
ツ
テ
忽
チ
戸
ヲ
開
キ
去
ラ
ン
ト
シ
(花

る
｢『あ
は
や
'
西
の
手
は
や
ぶ
れ
に
け
る
は
』
と
い
ふ
ほ
ど
こ
そ
あ
-
け

瑚
'
と
る
物
も
と
り
あ
へ
ず
我
さ
き
に
と
ぞ
落
ち
行
き
け
る
｡
｣
の
よ
う

な
慣
用
表
現
か
ら
発
展
し
た
用
法
と
思
わ
れ
る
が
､
明
治
期
に
は
ほ
と
ん

柳
春
話
)｣
｢手
水
を
つ
か
ふ
と
間
も
な
-
午
砲
｡
(二
人
女
房
)｣
｢戸
開

～
カ
バ
即
チ
闘
ハ
ン
ト
敵
ヲ
倹
ツ
コ
ト
半
時
許
ナ
リ

(花
柳
春
話
)｣
｢事
柄

を
聞
取
ら
れ
容
朝
風
長
右
衛
門
を
呼
だ
し
の
う
へ

(冠
松
其
土
夜
暴
動
)｣

‖しき

｢聞
込
幻
固
持
駈
つ
け
て
束
や
し
た
が

(春
雨
文
庫
)｣
な
ど
､
即
時
性
を

ど
見
ら
れ
な
い
｡
｢丈
の
高
い
給
事
が
馬
車
の
戸
を
開
け
る
間
も
有
ら
せ

あ
な
ヤ

ず
､
下
へ
飛
び
下
り
ま
し
た
.
(小
公
子
)｣
｢背
の
将
軍
は
咽

嵯

と
叫
ぶ

腎

鼻
つ
逆
さ
ま
に
橋
上
へ
跳
ね
落
さ
る
､
不
意
の
大
襲

(鬼
秋

秋
)｣
｢避
け
る
腎

だ
れ
だ
か
-
ン
と
文
三
に
衝
き
当
た
ツ
た

(拷

雲
)｣
な
ど
の
系
統
は
'
｢隙
も
あ
ら
せ
ず

･
時
も
あ
ら
せ
ず

･
間
も
あ
ら

ば
こ
そ

･
隙
も
あ
ら
ば
こ
そ
｣
等
､
同
様
の
表
現
が
い
-
つ
も
見
ら
れ
る
｡



前
件
が
完
了
す
る
時
間
を
否
定
L
t
重
ね
て
後
件
が
起
こ
る
こ
と
を
示
す
｡

③
b
は
､
｢嘘
ら
し
い
け
れ
ど
も
あ
の
娘
が
入
ツ
て
来
る
激
職
料
は
ツ

と
思
っ
た
よ

(罪
と
罰
)｣
｢バ
ツ
-
影
が
消
へ
た
蟹

時
パ
タ
言

日

日

と
誰
だ
か
銃
先
で
駈
出
し
た
｡
(薄
命
の
す
ゞ
子
)｣
｢ひ
っ
ぼ
る
は
づ
み

項

1
度
に
し
り
も
ち
う
し
ろ
の
方
へ
ひ
っ
-
り
か
へ
り

(西
洋
道
中
膝
栗

毛
)｣
｢そ
こ
へ
臥
倒
れ
る
拍
子
に
'
手
ば
し
こ
-
'
枕
を
取
っ
て
頭
に
あ

て
が
い

(浮
雲
)｣
｢山
田
は
い
つ
も
の
酒
癖
と
て
､
相
手
欲
し
や
と
思
ふ

対
射
'
我
を
忘
れ
て
大
音
声

(汗
血
千
里
駒
)｣な
ど
'
タ
イ
ミ
ン
グ
や
き

っ
か
け
を
示
す
名
詞
を
使
っ
て
'
前
件
成
立
と
ほ
ぼ
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で

後
件
が
起
こ
る
こ
と
'
前
件
が
き
っ
か
け
で
後
件
が
起
こ
る
こ
と
を
表
す
｡

例
に
引
い
た
よ
う
に
､
｢と
た
ん
に
｣
に
上
接
す
る
語
は
動
詞
の
終
止
形

と
過
去
の
助
動
詞

｢た
｣
の
両
形
が
あ
り
､
揺
れ
が
見
ら
れ
る
｡

③

C
は
､
｢件
の
記
事
を
讃
終
る
引
期
項
､
伝
書
が
或
は
其
加
害
者
に

は
あ
ら
ず
や
と
の
疑
念
､
忽
然
其
胸
中
に
善
か
れ
た
り

(襲
日
伝
)｣
｢母

の
方
へ
走
-
寄
る
子
供
を
見
る
と
同
時
に
､
此
老
紳
士
の
心
の
中
に
起
っ

た
得
も
云
は
れ
ぬ
感
情
を

(小
公
子
)｣
｢洋
杖
ヤ
ツ
と

一
撃
下
す
封
剛
画
､

ふ
ら
〈

と
目
は
肱
む

(白
玉
蘭
)｣な
ど
､
前
件
と
後
件
が
ほ
と
ん
ど
同

時
に
起
き
る
か
の
よ
う
な
'
非
常
に
近
接
し
た
時
間
関
係
を
表
す
も
の
で

あ
る
｡
｢-
仕
事
が
大
打
撃
を
被
-
か
け
た
と
共
に
､
僕
の
弟
ま
で
も
失

ふ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
｡
(放
浪
)｣
｢面
白
が
る
日
鞘
嘩
闘
､
金
井
君
は
妙

な
事
を
考
へ
た
｡
(ヰ
タ

･
セ
ク
ス
ア
リ
ス
)｣
の
よ
う
な
､
二
つ
の
事
柄

の
並
立
を
表
す
も
の
は
含
め
な
い
｡
ま
た
､
こ
の
二
例
の
同
時
性
と
は
や

や
異
な
る
が
､
｢報
酬
的
に
何
か
言
ひ
付
け
た
方
が
好
か
ら
う
と
､
問
ほ

れ
た
腎

思
ひ
付
い
た

(青
年
)｣
の
よ
う
な
同
時
性
に
近
い
近
接
し
た

時
間
を
表
す
名
詞
も
こ
こ
に
入
れ
た
｡

③
d
は
'
｢お
夏
様
か
｡
こ
こ
に
か
と
.
言
ふ
.よ
小
鬼
に
抱
合
ひ

(五

十
年
忌
歌
念
仏
)｣
｢-
と
哨
す
側
か
ら
食
次
郎
其
鹿
で
小
生
の
監
る
に
は

(中
略
)
こ
の
貸
方
が
大
丈
夫
か
と
思
ハ
れ
る
と
-

(寄
笑
新
開
)｣二
･･-･

と
思
ふ
忍

肌扇
直
ぐ
に
自
分
で
､自
分
が
異
見
を
さ
れ
る
も
の
(風
流
線
)｣

｢『合
点
だ
い
!
』
そ
れ
と
い
ふ
割
引
挽
出
せ
り

(義
血
侠
血
)｣
な
ど
で
あ

る
が
､
用
例
数
は
少
な
い
｡

④

a
は
､
｢敢
ふ

･
果
つ
･
終
る
｣
と
い
う
動
作
の
完
了
を
表
す
動
詞

を
中
心
に
､
｢-
ち
-
ず
｣
と
い
う
形
式
を
と
る
慣
用
的
表
現
で
あ
る
｡
｢草

軽
の
紐
を
結
び
も
あ
へ
ず
急
ぎ
外
へ
立
出
れ
バ

(緑
黄
談
)｣
｢証
拠
あ
り

ゃ
と
言
は
せ
も
果
て
ず
懐
中
よ
-
拾
ひ
し
艶
書
の
切
断
取
出
し

(高
橋
阿

伝
夜
叉
誇
)｣
｢返
答
な
す
を
聞
き
著

､
男
は
首
を
左
右
に
打
ち
振

り

(自
由
の
凱
歌
)｣
｢-
い
ふ
を
引
取

清
書
が
説
出
し
た
る
む
か
し
語

り

(高
橋
阿
伝
夜
叉
津
)｣
｢ド
ゥ
と
簸
る
ゝ
を
起
こ
し
引
立
て
列
畳
み
か

け
'
(汗
血
千
里
駒
)｣
な
ど
､
前
件
の
完
了
を
否
定
し
て
前
件
が
未
完
了

の
ま
ま
後
件
が
起
こ
る
か
の
よ
う
に
表
す
表
現
で
あ
る
｡
b
は
'
｢両
手

10

を
そ
こ
へ
昔
て
た
か
と
思
ふ
と
､
直
ぐ
そ
の
露
は
見
え
な
-
な
っ
た
｡
(放

浪
)｣
｢今
什
れ
た
か
と
思
ふ
間
に
す
や
〈

と
寝
入
る
(二
人
女
房
)｣
〓

鞭
馬
腹
に
加
へ
し
と
見
る
間
に
､
讐
輪
砂
塵
を
捲
き
'
遠
-
彼
方
へ
走
せ

去
り
ぬ
｡
(鬼
吸
取
)｣
｢と
ろ
と
ろ
と
ま
ど
ろ
む
と
思
ふ
間
も
な
-
噂
を

い
づ
る
山
が
ら
す
に
呼
覚
さ
れ
眼
を
開
き
て

(高
橋
阿
伝
夜
叉
欝
)｣
な
ど
､

前
件
が
成
立
し
た
事
を
確
認
す
る
時
間
を
置
か
ず
に
後
件
が
起
こ
る
事
を

表
す
も
の
で
､
｢思
う

･
見
る
｣
と
い
う
判
断
を
豪
す
動
詞
を
使
っ
て
表

現
す
る
形
式
で
あ
る
｡

よ
れ

⑤
は
形
容
詞
を
使
う
も
の
で
t

a
は

｢皆

衆々

や
と
い
ふ

封

机

副
罰

日
｡

合
園
の
小
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
｡
(西
の
洋
血
潮
の
暴
風
)｣
｢刀
柄
に
手
が



掛
る
が
速
い
か
､
ス
ラ
リ
と
引
き
抜
き

(怪
談
牡
丹
燈
龍
)｣
｢大
急
ぎ
で

湯
に
入
-
戻
る
を
遅
L
と
明
日
の
支
度
に
御
膳
寵
へ
ま
た
石
瓦
を
つ
め

蔓

ノ.

(寄
笑
新
聞
)｣
｢手
を
懐
中
に
差
入
L
と
見
る
間
遅
L
と
取
出
せ
し

(鬼

琳
秋
)｣
な
ど
､
前
件

･
後
件
の
成
立
に
関
す
る
心
理
的
な
先
後
関
係
を
問

題
に
し
､
切
迫
感
を
表
す
も
の
で
あ
る
｡
b
の

｢と
ひ
と
し
-
｣
は

｢お

JW

勢
も
ま
た
昇
が

『御
結
構
が
あ
ツ
た
』
と
聞
-
と
等
し
-
び
つ
-
り
し
た

顔
色
を
し
て

(浮
雲
)｣
の
よ
う
に
､
｢と
と
も
に
･
と
同
時
に
｣
と
同
様
､

同
時
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
｡

⑥
の
接
尾
辞
は
､
｢清
書
ハ
起
上
-
軍
部
抜
打
ち
に
破
乱
離
寸
と
肩
先

か
け

(高
橋
阿
伝
夜
叉
浮
)｣
｢用
が
済
み
次
第
直
に
ま
た
お
迎
ひ
に
達
し

ま
せ
う

(怪
談
牡
丹
燈
寵
)｣
の
二
つ
で
あ
る
｡
｢さ
ま
｣
は
瞬
間
の
様
態

を
表
し
､
｢次
第
｣
は
近
接
し
た
時
間
の
順
を
表
す
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
き
､
江
戸

期
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
即
時
的
表
現
を
ま
と
め
､
使
用
状
況
を
概
観

す
る
表
を
次
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
｡
表
の
項
目
は
､
紙
面
の
都
合
も
あ
り
､

一
部
を
省
略
し
て
あ
る
｡

二
-

1

明
治
期
の
即
時
的
表
現

-

表
を
も
と
に
'
明
治
期
の
即
時
的
表
現
の
様
相
を
､
江
戸
期
の
使
用
状

況
と
比
較

･
対
照
さ
せ
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
｡

明
治
期
前
半
を
中
心
と
す
る
非
言
文

一
致
文
と
､
後
半
を
中
心
と
す
る

言
文

一
致
文
と
で
､
使
わ
れ
る
即
時
的
表
現
の
違
い
を
見
る
と
､
前
者
は

｢よ
り

(ち
)｣
｢よ
-
早
-
｣
｢
(を
)
遅
L
と
｣
｢も
あ
へ
ず

･
は
て
ず

･
終
ら
ず
｣
｢折
し
も

･
時
L
も
｣
類
､
｢ど
ひ
と
し
-
｣
が
使
わ
れ
て
い

る
の
が
目
に
つ
-
が
､
後
者
は
そ
れ
ら
の
使
用
が
減
少
し
､
｢
(か
)
と
思

へ
ば

･
思
ふ
と
｣
類
､
｢と
と
も
に

･
と
同
時
に
｣
｢が
は
や
い
か
｣
の
使

用
が
増
加
し
て
い
る
｡
｢や
い
な
や
｣
｢と
た
ん
に
｣
は
､
明
治
期
全
体
を

通
し
て
使
用
率
が
高
い
｡
以
下
､
表
現
ご
と
に
江
戸
期
と
対
照
さ
せ
な
が

ら
見
て
い
-
0

｢よ
り

(ち
)｣
は
江
戸
期
に
も
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
で
使
用
さ
れ
て
い
た

(注
10
)が
'
上
接
語
が

｢見
る

･
聞
く

二
言
ふ
｣
の
類
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ

た
固
定
化
し
た
表
現
で
あ
っ
た
｡
明
治
期
前
半
で
は
､
漢
文
訓
読
調
を
基

調
と
す
る

『花
柳
春
話
』
以
外
の
多
-
の
作
品
に
見
ら
れ
る
の
で
､
和
文

的
要
素
と
し
て
文
章
語
で
は
広
-
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
初
期
の

言
文

一
致
文
で
も

『浮
雲
』
『露
子
姫
』
に
見
ら
れ
､
後
半
で
も

『破
戒
』

に

｢見
る
よ
り
｣
と
使
わ
れ
た
例
が
あ
り
､
言
文

一
致
文
が
浸
透
す
る
以

前
で
は
定
着
度
の
高
い
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
｢よ
-
早
-
｣
は

｢よ
-
｣
か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
が
､
上
接
語
の
幅
が
広
-
､
江
戸

期
に
は
｢逢
ふ
･
行
-
｣
な
ど
､
明
治
期
に
は
｢取
る

･
抜
-
｣
な
ど
様
々

な
語
が
上
接
し
て
お
り
､
｢よ
-
｣
の
使
用
範
囲
を
補
う
語
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢よ
り
早
-
｣
は
明
治
期
の
非
言
文

一
致

文
に
も
多
-
見
ら
れ
る
｡
二
十
年
代
以
降
に
は
言
文

一
致
作
品
の
中
で
も

非
言
文

一
致
の
作
品
を
書
い
て
い
る
作
家
た
ち
の
も
の
に
使
わ
れ
て
い
る

が
､
言
文

一
致
の
新
し
い
文
章
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
､
｢よ
.り
｣
の
衰

退
と
と
も
に
他
の
表
現
に
押
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

｢
(を
)
遅
L
と
｣
は
'
今
回
の
江
戸
期
の
調
査
で
は

『雨
月
物
語
』
に

妻

ノ.

一
例
､
｢閏
房
の
戸
あ
-
る
を
遅
L
と
､
か
の
蛇
頭
を
さ
し
出
し
て
｣
が

見
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
.
中
世
の

『十
訓
抄
』
に

｢家
に
着
-
覇
出
現
封
､

ll
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*
-

前
編

･
後
編
を
調
査
し
た
｡

*
2

嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
の
作
品
｡

作
品
名
の
下
の
*
は
､
r浮
雲
｣
以
降
の
も
の
で
非
言
文

1f
敦
の
作
品
で
あ
る
0



義
光
を

『聞
こ
ゆ
べ
き
こ
と
あ
り
』
と
て
呼
び
寄
せ
け
れ
ば
｣
と
い
う

｢や

遅
き
｣
の
例
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
た
が
'
こ
れ
に
つ
な
が
る
表
現
で
あ
ろ

う
｡
江
戸
以
前
の
古
い
形
式
を
受
け
継
ぐ
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
｡

｢も
あ
へ
ず

･
は
て
ず

･
終
ら
ず
｣
は
､
江
戸
前
期
及
び
馬
琴
の
作
品

に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
｡
明
治
期
は
西
鶴

･
近
松

･
馬
琴
に
影
響
を
受
け

た
ら
し
い
前
期
の
作
品
や
､
紅
葉
や
鏡
花
の
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
こ

れ
ら
の
表
現
も
上
接
語
の
ほ
と
ん
ど
が

｢見
る

･
聞
-

･
言
ふ

･
語
る

･

思
ふ
｣
の
類
と
な
っ
て
お
り
､
｢よ
-
｣
同
様
固
定
化
し
た
表
現
で
あ
っ

た
｡
｢仰
せ
も
あ
へ
ず
｣
｢言
ひ
も
終
は
ら
ず
｣
な
ど
五
七
調
の
音
調
に
乗

せ
や
す
い
表
現
で
あ
り
'
旧
来
の
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
を
作
り
出
す
表
現
で

も
あ
っ
た
よ
う
だ
｡

｢折
し
も

･
時
L
も
｣
類
は
'
明
治
期
の
非
言
文

1
致
文
で
は
漢
文
訓

読
調
の
色
彩
の
強
い

『花
柳
春
話
』
『十
五
少
年
』
な
ど
の
作
品
以
外
で

多
く
使
わ
れ
て
い
る
が
､
江
戸
期
で
も

｢よ
り
｣
同
様
使
用
例
が
多
-
､

和
文
脈
の
慣
用
的
表
現
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

｢と
ひ
と
し
-
｣
は
'
江
戸
期
の
七
例
中
五
例
が

｢聞
-
｣
に
接
続
し

て
お
り
'
｢よ
り
｣
｢も
あ
へ
ず
｣
類
と
同
様
固
定
化
し
て
い
る
か
と
思
わ

れ
る
面
も
あ
る
が
､
残
-
二
例
が

｢出
生
す
る

･
寝
入
る
｣
と
い
う
別
系

瀧
の
語
に
接
続
し
て
い
る
｡
明
治
期
の
用
例
で
も

｢ひ
ら
-

･
癒
る

･
入

る
｣
等
と
な
っ
て
お
り
､
様
々
な
語
に
接
続
す
る
応
用
範
囲
の
広
い
表
現

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
言
文

一
致
文
で
は
使
用
例
が
少
な
-
､
近

代
的
文
章
で
は
定
着
し
な
か
っ
た
表
現
で
あ
る
｡
言
文

一
致
文
で
こ
れ
に

替
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は

｢と
と
も
に

･
と
同
時
に
｣
と
い

う
名
詞
を
使
っ
た
表
現
で
あ
り
､
こ
れ
ら
が
現
代
の
使
用
に
も
つ
な
が
っ

て
い
く
｡
ま
た
､
表
に
は
載
せ
な
か
っ
た
が
､
｢瞬
間
｣
が
明
治
後
期
の

『海
底
軍
艦
』
『風
流
線
』
『青
年
』
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
た
｡
こ
れ
も
近

代
に
な
っ
て
使
用
が
拡
大
す
る
新
し
い
即
時
的
表
現
で
あ
ろ
う
｡

右
の
他
に
､
明
治
期
後
半
を
中
心
と
す
る
言
文

一
致
文
で
は
､
｢
(か
)

と
思
へ
ば

･
思
ふ
と

･
見
れ
ば
｣
類
の
使
用
が
目
に
つ
く
.
こ
れ
ら
は
江

戸
期
に
も
何
例
か
見
ら
れ
る
が
､
明
治
期
に
な
っ
て
使
用
が
増
加
し
て
お

り
､
近
代
的
文
章
の
即
時
的
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
-
様
子
が
う
か

が
え
る
｡
｢が
は
や
い
か
｣
は
､
江
戸
期
に
は

『浮
世
風
呂
』
『浮
世
床
』

の
会
話
部
分
に
､
明
治
期
の
前
半
に
は
『春
雨
文
庫
』
の
会
話
部
分
や
『牡

丹
燈
寵
』
に
あ
り
､
か
な
-
口
語
的
な
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
だ
｡
明
治
期

後
半
に
は
地
の
文
に
も
使
わ
れ
て
お
り
､
言
文

1
致
文
に
な
っ
て
文
章
に

も
使
用
さ
れ
､
使
用
の
幅
を
広
げ
て
い
-
で
あ
ろ
う
片
鱗
が
見
ら
れ
る
｡

｢や
い
な
や
｣
は
､
｢と
い
な
や

･
が
い
な
や
｣
を
含
め
て
江
戸
期
か

ら
い
-
つ
か
用
例
が
あ
り
､
明
治
期
に
は
非
言
文

一
致
文
で
も
言
文

1
致

文
で
も
､
和
文
調
で
も
漢
文
訓
読
調
で
も
､
様
々
な
文
体
で
広
-
佼
わ
れ

て
い
る
｡
翻
訳
語
的
表
現
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
(注
11
),
翻
訳
文
の

即
時
的
表
現
に

｢や
い
な
や
｣
が
用
い
ら
れ
た
の
は
'
｢よ
り
｣
｢も
あ
へ

ず
｣
類
の
よ
う
に
固
定
化
し
た
表
現
で
も
な
-
､
｢折
し
も

･
時
L
も
｣

類
の
よ
う
に
和
文
的
要
素
の
濃
い
表
現
で
も
な
-
､
｢と
ひ
と
し
-
｣
の

よ
う
な
同
時
性
と
も
違
っ
た
即
時
性
を
表
す
表
現
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
｡
翻
訳
に

｢
や
い
な
や
｣
が
専
ら
使
わ
れ
て
い
て
も
､
｢
や
い
な
や
｣

自
体
が
翻
訳
的
表
現
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
な
お
､
即
時
性
を
表
す
助

詞
の

｢や
｣
は
､
｢や
い
な
や
｣
の

｢
い
な
や
｣
が
脱
落
し
た
形
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
が
､
明
治
期
以
降
に
用
例
が
見
ら
れ
る
｡

｢と
た
ん
に
｣
は
江
戸
期
に
は
終
り
ご
ろ
に
使
用
例
が
あ
っ
た
が
(注
は
),

き
っ
か
け
を
表
す

｢拍
子

･
は
ず
み
｣
の
方
が
多
-
使
わ
れ
て
い
る
｡
明

14



治
期
に
な
る
と
､
｢と
た
ん
に
｣
の
用
例
数
が
増
し
'
そ
れ
に
つ
れ
て
｢拍

子

･
は
ず
み
｣
は
減
少
す
る
｡
｢と
た
ん
に
｣
は
言
文

一
致
文
に
な
っ
て

多
-
見
ら
れ
､
そ
の
点
で
は
'
｢や
い
な
や
｣
が
文
章
語
と
し
て
の
要
素

が
強
い
の
に
対
し
､
平
易
な
口
語
的
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
｡

助
詞
に
副
詞
が
接
続
す
る
形
式
で
は
､
副
詞
の
部
分
だ
け
を
見
る
と
､

｢す
ぐ
に

･
た
ち
ま
ち
｣
が
江
戸
期
以
来
多
用
さ
れ
て
い
る
が
'
｢た
だ

ち
に

･
ま
も
な
-
｣
は
明
治
期
以
降
多
-
な
っ
て
い
る
｡
｢ま
も
な
-
｣

は
'
｢-
間
も
な
-
｣
の
表
現
か
ら
独
立
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
表
現
に
関
し
て
は
'
即
時
的
表
現
と
し
て

で
は
な
-
助
詞
(｢
に

･
ば

･
と

･
て
｣
等
)
と
副
詞
の
使
用
の
問
題
に
な

る
の
で
､
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
｡

以
上
､
明
治
期
の
即
時
的
表
現
を
具
体
的
に
見
て
き
た
｡
漢
文
訓
読
調

の
文
章
に
和
語
の
慣
用
表
現
が
使
わ
れ
な
い
と
い
う
､
文
体
と
用
語
の
問

題
は
多
少
あ
る
が
､
戯
作
､
翻
訳
､
政
治
小
説
､
少
年
文
学
な
ど
の
ジ
ャ

ン
ル
に
関
わ
り
な
-
'
明
治
前
半
を
中
心
と
す
る
非
言
文

一
致
文
と
､
後

半
を
中
心
と
す
る
言
文

一
致
文
と
で
､
使
わ
れ
る
即
時
的
表
現
に
明
確
な

違
い
が
あ
っ
た
｡
前
者
は
江
戸
期
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
流
れ
を
そ
の
ま

ま
受
け
継
ぐ
表
現
を
多
用
し
て
お
り
'
後
者
は
口
語
的
な
表
現
や
新
し
い

形
式
を
発
展
さ
せ
て
い
-
様
相
が
見
ら
れ
た
｡
ま
た
､
現
在
の
即
時
的
表

現
の
主
流
で
あ
る

｢
や
い
な
や
｣
｢と
た
ん
に
｣
は
､
文
体
を
問
わ
ず
､

す
で
に
明
治
期
に
広
-
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
見
て
取
れ
た
｡

ニー
二
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
即
時
的
表
現

江
戸
期
の
調
査
資
料
が
少
な
い
が
､
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
即
時

的
表
現
の
変
遷
と
い
う
点
か
ら
大
き
な
流
れ
を
見
る
と
､
次
の
よ
う
に
な

る
｡品

詞
の
面
で
は
､
｢よ
り

(も
)｣
な
ど
の
助
詞
(｢よ
り
｣
を
補
う

｢よ

-
早
-
｣
も
含
む
)
や
､
｢も
あ
へ
ず

･
は
て
ず

･
終
ら
ず
｣
の
よ
う
な

動
詞
を
使
っ
た
表
現
お
よ
び

｢折
し
も

･
時
L
も
｣
｢折
し
も
あ
れ
｣
な

ど
時
を
表
す
名
詞
を
使
っ
た
表
現
か
ら
'
｢や
い
な
や
｣
｢
(か
)
と
思
ふ

と
｣
な
ど
の
複
合
助
詞
や
､
｢と
た
ん

･
拍
子

･
は
ず
み
｣
｢同
時
｣
な
ど

前
件
と
後
件
の
関
係
性
を
表
す
名
詞
を
使
っ
た
表
現
へ
と
大
き
-
移
-
餐

わ
っ
て
い
る
｡
音
調
の
点
で
は
'
｢
(言
は
)
せ
も
果
て
ず
｣
｢
(膝
に
引
っ

敷
-
)
折
こ
そ
あ
れ
｣
｢
(待
つ
)
間
も
あ
ら
せ
ず
｣
な
ど
､
旧
来
の
リ
ズ

ム
に
乗
せ
や
す
い
表
現
か
ら
､
｢
(言
ふ
)
や
い
な
や
｣
｢
(来
る
)
と
た
ん

一

に
｣
｢
(見
る
)
と
同
時
に
｣
な
ど
'
短
い
簡
潔
な
表
現
に
替
わ
っ
て
い
き
'

15

｢折
し
も

･
折
か
ら
｣
｢ひ
と
し
-
｣
な
ど
の
和
語
を
使
わ
な
-
な
る

1

1

万
で
､
｢同
時
｣
｢瞬
間
｣
な
ど
漢
語
を
多
-
使
う
よ
う
に
な
る
傾
向
も
あ

る
｡
｢よ
り
｣
｢-
も
あ
へ
ず
｣
類
､
｢折
し
も
｣
類
な
ど
､
固
定
化
し
た

表
現
､
慣
用
化
し
た
表
現
は
言
文

一
致
の
新
し
い
文
章
で
は
消
え
て
い
き
､

｢思
う

･
見
る
｣
を
使
っ
た
前
件
成
立
の
確
認
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
表

現
は
増
え
て
い
-
｡
成
立
の
早
さ
を
問
題
に
す
る
表
現
で
は
､
｢遅
し
｣

が
消
え
'
｢早
い
｣
を
使
っ
た
表
現
が
優
勢
に
な
る
｡

お
わ
り
に

調
査
し
た
資
料
を
も
と
に
'
明
治
期
を
中
心
に
即
時
的
表
現
を
分
類
し
､



そ
れ
ら
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
'
江
戸
期
の
表
現
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
概

観
し
た
｡
即
時
的
表
現
は
他
の
接
続
表
現
と
同
様
多
-
の
表
現
形
式
が
あ

り
'
時
代
や
文
体
に
よ
る
違
い
が
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
｡
今
回
は
､
江

戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
と
い
う

一
時
期
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
､
更
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
-
､
表
現
の
変
遷
を
見
て
い
-
こ
と
も
必
要

で
あ
ろ
う
｡
即
時
的
表
現
に
関
し
て
､
明
治
期
の
文
体
革
新
に
伴
い
､
言

文

1
致
文
と
非
言
文

1
致
文
で
の
使
用
の
違
い
が
明
確
に
現
れ
て
い
た
よ

う
に
､
他
の
接
続
表
現
に
つ
い
て
も
同
様
の
調
査
と
検
討
が
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
調
査
と
資
料
の
積
み
重
ね
か
ら
､

近
代
的
文
章
の
成
立
過
程
を
考
え
て
い
-
研
究
を
目
指
し
､
今
回
の
調
査

資
料
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
､
分
析
が
厳
密
で
な
い
こ
と
を
反
省
し
っ
つ
'

1
資
料
の
提
供
と
し
た
い
｡

進
藤
咲
子
氏
の

｢接
続
助
詞
の
諸
相
-
明
治
期
の
新
聞
を
資
料
と
し

て
-
｣
(冒
叩
詞
別
日
本
文
法
講
座

･
助
詞
j
所
収

｢接
続
助
詞
｣
第
二

章

明
治
書
院

一
九
七
三
)
､
木
坂
基
氏
の
諸
研
究
(『近
代
文
章
成
立

の
諸
相
』
和
泉
書
院

一
九
八
八

｢第
五
章

近
代
日
本
語
表
現
の
諸
相

第

一
節

近
代
小
説
の
接
続
語
｣
な
ど
)
が
あ
る
｡

即
時
的
表
現
を
い
-
つ
か
ま
と
め
て
扱
っ
た
研
究
に
は
､
近
世
を
中

心
と
す
る
長
谷
川
政
次
氏
の

｢即
時
的
表
現

｢や
い
な
や
｣
と
そ
の
類

誌
丁
室
町
後
期

･
江
戸
前
期
の
資
料
を
通
じ
て
-
｣
(｢野
洲
国
文
学
｣

EB
号

1
九
九
二
)
､
順
接
助
詞

｢と
｣
の
成
立
に
関
連
し
て

｢と
等

し
-
/
と
そ
の
ま
ま
/
と
否
や
｣
等
に
触
れ
た
､
岡
崎
正
継
氏

｢順
態

接
続
助
詞

rと
し
の
成
立
に
つ
い
て
｣
(｢国
学
院
雑
誌
｣

1
九
八
〇
･

三
)
'
小
林
賢
治
氏

｢順
接
条
件
の
接
続
助
詞

『I
h
の
成
立
と
発
達

-
狂
言
台
本
を
中
心
に
-
｣
(｢上
越
教
育
大
学
国
語
研
究
｣
1
号

1

九
八
七
)
､
現
代
語
の
類
義
表
現
を
扱
っ
た
森
山
卓
郎
氏
の

｢～
す
る

や
い
な
や
/
～
す
る
が
は
や
い
か
｣
(｢日
本
語
学
｣
3
巻
10
号

一
九

八
四
)
'
森
田
良
行

･
松
木
紀
子
氏

『日
本
語
表
現
文
型
〓

｢時
間
的

関
係
-
同
時
性
を
示
す
｣
の

｢や
否
や
/
が
早
い
か
/
そ
ば
か
ら
/
と

た
ん

(に
)｣
｢
(か
)
と
思
う
と
/

(か
)
と

(思
う
)
間
も
な
く
/

(か
)
と
み
る
と
/

(か
)
と
み
れ
ば
｣
の
項

(ア
ル
ク

1
九
八
九
)
.

森
田
良
行
氏

『基
礎
日
本
語
辞
典
』
｢と
た
ん
に
｣
の
項

(角
川
書
店

一
九
八
九
)
､
拙
稿

｢時
間
的
近
接
関
係
を
示
す
接
続
表
現
に
つ
い
て

-

Pや
い
な
や
]
『と
た
ん
に
』
を
中
心
に
-
｣
(｢埼
玉
短
期
大
学
研

究
紀
要
｣
7
号

一
九
九
八
)
が
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
即
時
的
表
現
全

体
を
見
渡
し
た
も
の
で
は
な
い
｡

3

資
料
は
以
下
の
本
に
拠
っ
た
｡

(
江
戸
V
r日
本
古
典
文
学
大
系
l
(岩
波
書
店
)
48
西
鶴
集
下

軸
歌

舞
伎
脚
本
集
下

56
上
田
秋
成
集

59
黄
表
紙

酒
落
本
集

60椿
説

弓
張
月

62
東
海
道
中
膝
栗
毛

63
浮
世
風
呂

朗
春
色
梅
児
替
美

鮒
仮
名
草
子
集

『新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
』
(岩
波
書
店
)
内

仮
名
草
子
集

77
武
道
伝
来
記

他

78
け
い
せ
い
色
三
味
線

け
い

せ
い
伝
受
紙
子

世
間
娘
気
質

91
近
松
浄
瑠
璃
集
上

93
武
田
出
雲

並
木
宗
輔
浄
瑠
璃
集

『日
本
古
典
文
学
全
集
』
(小
学
館
)
37
仮

名
草
子
集

47
酒
落
本

滑
稽
本

人
情
本

<tI
近
松
門
左
衛
門
集
2

岩
波
文
庫

『花
暦
八
笑
人
j
『三
人
書
三
廓
初
貫
』

(
明
治
)
『明
治
文
学
全
集
』
(筑
摩
書
房
)
-
明
治
開
化
期
文
筆
集
(
一
)

2
明
治
開
化
期
文
学
集

(二
)

5
明
治
政
治
小
説
集

(
一
)

6
明

16



治
政
治
小
説
集

(二
)

7
明
治
翻
訳
文
学
集

10
三
遊
亭
囲
朝
集

17
二
葉
亭
四
迷

嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
集

19
唐
津
柳
浪
集

20
川
上
眉

山

巌
谷
小
波
集

21
泉
鏡
花
集

23
山
田
美
妙

石
橋
忍
月

高
橋
文

淵
集

25
幸
田
露
伴
集

32
女
学
雑
誌

文
学
界
集

55
夏
目
軟
石
集

65
小
杉
天
外

小
栗
風
葉

後
藤
宙
外
集

67
田
山
花
袋
集

錨
徳
田

秋
聾
集

71
岩
野
泡
鳴
集

73
永
井
荷
風
集

95
明
治
少
年
文
学
集

『紅
葉
全
集
』
(岩
波
書
店
)
『鴎
外
全
集
』
(岩
波
書
店
)
『新
装
版

藤
村
全
集
』
(筑
摩
書
房
)

4

｢ま
ま
｣
は

『古
語
大
辞
典
』
(中
田
祝
夫
編

･
監
修

小
学
館
)

の
名
詞
の
項
に
こ
の
用
法
が
解
説
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
小
林
賢
次
氏
の

前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
､
｢と
そ
の
ま
ま
｣
の
形
も
あ
る
そ
う
で
あ
る
｡

5

｢な
り
｣
に
関
し
て
は
'
｢赤
シ
ャ
ツ
は
駈
け
込
ん
だ
利
明
､
何
か

き
よ
ろ
く

し
て
居
た
が

(坊
ち
ゃ
ん
)｣
の
よ
う
な
､
即
時
性
を
表
す

｢な
-
｣
に
近
い
も
の
が

1
例
見
ら
れ
た
が
､
そ
の
ま
ま
の
状
態
を
表

す
意
味
と
峻
別
L
が
た
-
､
分
類
例
か
ら
は
ず
し
た
｡

6

岡
崎
正
継
氏
の
前
掲
論
文
に
拠
れ
ば
､
『醍
酔
笑
』
に
即
時
的
表
現

と
な
る

｢と
同
じ
-
｣
の
例
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
｡

7

中
世
の
資
料
は
､
平
家
物
語

･
徒
然
草

･
十
訓
抄

･
増
鏡

･
義
経
記

･
御
伽
草
子
の
六
作
品
で
あ
る
｡平
家
物
語
は
『日
本
古
典
文
学
全
集
』

(小
学
館
)
､
十
訓
抄
は

『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
(小
学
館
)
､

他
の
四
作
品
は

『日
本
古
典
文
学
大
系
』
(岩
波
書
店
)
に
よ
っ
た
｡

8

長
谷
川
政
次
氏
は
､
｢と
否
や
｣
の
形
式
に
つ
い
て
｢
『と
等
し
-
』

と

『や
否
や
』
の
混
猪
に
よ
っ
て
生
じ
た
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
(｢野
洲

国
文
学
｣
50
号

一
九
九
二
)

9

『時
代
別
国
語
大
辞
典

室
町
時
代
編

こ

の

｢
い
な
や
｣
の
項
に

｢初
め
の

可
や
』
が
主
と
し
て
接
続
の
意
を
担
当
し
て
'
『
い
な
や
』

は
念
を
押
す
程
度
に
止
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
｣
と
解
説
さ
れ
て
い
る
｡

10
た
だ
し
式
亭
三
馬
の
二
作
品
と
滝
沢
馬
琴
の
作
品
に

一
例
も
な
か
っ

た
の
は
特
徴
的
で
あ
る
｡

11

小
池
清
治
氏
は
､
淑
石
の
文
章
に

｢翻
訳
体
と
判
断
さ
れ
る
表
現
が

続
々
と
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
｣
と
し
て

『吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
猫

が

｢翻
訳
調
の
日
本
語
｣
を
話
す
例
の
一
つ
に

｢や
否
や
｣
の
文
を
挙

げ
､
｢
い
か
に
も
英
語
調
｣
の
表
現
と
解
説
す
る
｡
(『日
本
語
は
い
か

に
つ
-
ら
れ
た
か
?
』
ち
-
ま
学
芸
文
庫

1
九
九
五

取
捌
-
1-5
)

12

副
詞
的
に
使
わ
れ
る
例
は
､
『浮
世
風
呂
』
に

｢湯
屋
の
大
戸
を
内

′ヽヽ喜

よ
り
ひ
ら
-
｡
と
た
ん
に
よ
ろ
〈

と
し
て
､
大
戸
へ
こ
け
か
､
り
し
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H
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J
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本
国
語
大
辞
典
』
に

｢と
た
ん
の
わ
れ
｣
(浄
瑠
璃

･
箱
根
山
合
戦
)
､

l

｢み
る
が
う
ち
に
､
と
た
ん
や
い
こ
ろ
り
｣
(浮
世
草
子

･
人
倫
糸
屑
)

の
用
例
が
あ
-
､
名
詞

･
副
詞
と
し
て
は
以
前
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
が
､
接
続
助
詞
的
な
用
法
は
､
江
戸
後
期
に
一
般
化
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
｡

(記
)

本
稿
は
､
平
成
十
年
度
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
大
会
に
お
い
て

｢即
時
表
現
の
変
遷
に
つ
い
て
-
江
戸
か
ら
明
治
中
期
ま
で
-
｣
と
い
う

題
で
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
､
追
調
査
を
加
え
て
書
き
改
め
た
も
の
で

あ
る
｡

(本
学
教
官
)


