
「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」

と

「
か
た
み
に
」
の
意
味

1
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一

関

一

雄

 
 
は
じ
め
に

 
本
稿
は
、
中
世
王
朝
物
語
に
見
え
る
平
安
時
代
の
和
文
と
漢
文
訓
読
に
用
い

ら
れ
た
若
干
の
語
を
手
掛
か
り
に
、
平
安
時
代
和
文
語
の
性
格
を
湖
っ
て
考
察

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
の
続
き
で
あ
る
。
前
業
に
お
い
て
は
、
一
般
に
漢
文

訓
読
語
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
あ
は
れ
ぶ
（
む
）
」
「
あ
や
し
ぶ
（
む
）
」
「
う

つ
く
し
む
」
等
の
動
詞
が
、
中
世
王
朝
物
語
の
用
語
と
し
て
も
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
平
安
時
代
の
和
文
の
も
の
と
対
比
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
動
詞
は
、

平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
の
後
商
と
は
見
ら
れ
ず
、
平
安
時
代
に
お
い
て
日
常

的
用
語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
中
世
王
朝
物
語
の
用
語
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。

 
本
稿
に
お
い
て
は
、
表
題
に
掲
げ
た
よ
う
に
一
般
に
漢
文
訓
読
語
と
さ
れ
て

い
る
「
お
そ
る
」
「
た
が
ひ
に
」
と
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
の
語
と
さ
れ
る
「
お
つ
」

「
か
た
み
に
」
の
中
世
王
朝
物
語
で
の
使
わ
れ
方
を
比
較
検
討
し
、
「
お
そ
る
」

「
た
が
ひ
に
」
が
何
故
に
平
安
時
代
和
文
語
と
し
て
は
避
け
ら
れ
た
か
を
考
え

て
み
た
い
。

 
な
お
、
本
稿
で
用
例
採
取
に
選
ん
だ
作
品
は
、
次
の
通
り
で
、
括
弧
内
は
引

用
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
引
用
例
に
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
所
在
ペ
ー
ジ

を
付
し
た
。

 
『
海
人
の
刈
藻
』
『
木
幡
の
時
雨
』
『
苔
の
衣
』
『
住
吉
物
語
』
『
風
に
つ
れ
な

き
』
『
雫
に
に
ご
る
』
『
小
夜
衣
』
『
し
の
び
ね
』
『
し
ら
露
』
（
以
上
『
中
世
王

朝
物
語
全
集
』
、
必
要
に
応
じ
て
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
の
本
文
を
参
照
し
た
。
）

 
『
と
り
か
へ
ば
や
』
（
鈴
木
弘
道
『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
の
研
究
校
注
編
』
）

 
『
山
路
の
露
』
（
山
内
洋
一
郎
『
本
文
と
総
索
引
』
）

 
『
松
浦
宮
物
語
』
（
萩
谷
朴
『
松
浦
宮
物
語
〈
角
川
文
庫
〉
、
同
『
松
浦
憂
国

注
釈
』
を
参
照
）

 
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
（
徳
満
澄
雄
『
全
註
解
』
、
今
井
源
衛
・
春
秋
会
の

も
の
を
参
照
）

の
一
三
の
物
語
。

 
 
一
、
「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」

 
 
（
1
）
「
お
そ
る
」

 
「
お
そ
る
」
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
『
雫
に
に
ご
る
』

に
少
な
か
ら
ず
使
わ
れ
て
い
る
が
、
地
の
文
の
例
に
限
定
し
て
挙
げ
る
。

1
長
き
ほ
こ
を
と
り
、
毒
の
や
を
ま
う
け
て
、
ふ
せ
ぎ
た
た
か
は
む
と
す
る
に
、
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い
く
さ
又
お
そ
れ
て
す
す
み
が
た
き
時
に
、
（
『
松
浦
宮
物
語
』
六
一
ぺ
）

2
燕
王
の
か
ら
き
ま
つ
り
ご
と
を
お
そ
れ
て
、
ふ
か
き
山
に
あ
と
を
た
ち
て
け

 
れ
ば
、
ゆ
き
か
ふ
人
も
な
く
て
、
（
『
松
浦
宮
物
語
』
七
三
ぺ
）

 
次
の
例
は
、
「
ふ
る
ふ
」
と
複
合
し
た
例
で
、
宇
文
会
と
い
う
名
を
聞
く
だ

け
で
、
震
工
〈
オ
ソ
レ
ル
〉
と
い
う
心
理
動
作
の
表
現
と
認
め
ら
れ
る
。

3
大
将
軍
宇
島
会
、
あ
め
の
下
な
ら
び
な
き
つ
は
物
に
て
、
ち
か
ら
の
た
へ
、

 
身
の
た
れ
る
事
、
世
の
つ
ね
の
人
に
に
ず
。
そ
の
名
を
き
き
て
だ
に
、
ふ
る

 
ひ
お
そ
れ
ぬ
人
な
し
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
五
ニ
ペ
）

 
次
の
三
例
は
、
〈
恐
縮
ス
ル
〉
意
の
も
の
で
あ
る
。

4
（
丹
波
の
内
侍
ハ
）
か
た
ち
す
が
た
人
に
す
ぐ
れ
た
る
若
人
、
髪
・
額
、
も
の
の

 
さ
き
に
目
に
立
ち
て
、
（
略
）
言
ひ
知
ら
ず
う
る
は
し
き
顔
つ
く
り
て
お
そ
れ

 
参
る
を
、
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
六
 
四
一
五
ぺ
）

5
御
事
五
つ
具
し
て
（
女
帝
ガ
）
さ
し
給
は
す
る
を
、
（
丹
波
の
内
侍
ハ
）
ま
た
給
は

 
り
て
、
な
ほ
開
け
て
見
、
さ
し
上
げ
、
下
ろ
し
し
て
、
お
そ
れ
て
ま
た
参
ら

 
す
る
を
、
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
苗
場
 
四
一
六
ぺ
）

6
典
薬
某
・
い
し
い
し
と
い
ふ
者
、
参
り
候
ひ
て
、
御
薬
の
事
な
ど
や
す
ら
か

 
な
ら
ず
、
い
っ
か
し
き
（
帝
ノ
）
御
身
を
お
そ
れ
お
ち
た
る
さ
ま
、
限
り
も
な

 
き
に
、
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
八
 
五
一
八
ぺ
）

6
の
例
は
「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
で
は
、
意
味
の
相
違
す
る
こ
と
を
示
す
例

で
、
「
お
そ
る
」
が
く
恐
縮
ス
ル
〉
意
の
心
理
動
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
お
つ
」

は
後
述
す
る
通
り
、
そ
れ
が
態
度
に
表
れ
て
、
〈
オ
ズ
オ
ズ
ト
ス
ル
〉
動
作
の

表
現
で
あ
る
。

7
権
中
納
言
は
、
よ
に
、
恐
れ
て
参
り
給
は
ず
。
（
『
雫
に
に
ご
る
』
二
四
ぺ
）

 
右
の
例
は
、
権
中
納
言
と
の
不
倫
ゆ
え
に
内
侍
督
を
か
つ
て
離
縁
し
た
帝
が
、

今
は
内
侍
督
の
死
を
悼
み
、
権
中
納
言
は
帝
の
怒
り
を
恐
れ
て
、
参
内
で
き
な

い
場
面
で
あ
る
。

 
次
に
名
詞
の
「
お
そ
れ
」
は
、
『
山
路
の
露
』
『
小
夜
衣
』
に
次
の
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
る
。

r
守
も
「
（
略
）
み
の
ほ
ど
に
も
過
た
る
御
め
ぐ
み
を
よ
ろ
こ
び
思
ひ
の
た
ま
ふ

 
心
ふ
か
け
れ
ど
も
、
き
こ
え
さ
せ
む
に
つ
け
て
お
そ
れ
に
思
ひ
た
ま
へ
っ
・

 
ま
れ
侍
る
。
（
略
）
」
な
ど
い
・
ち
ら
し
て
た
ち
て
い
ぬ
め
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
山
路
の
露
』
三
ニ
ペ
）

才
か
く
あ
や
し
げ
な
る
男
の
も
の
も
の
し
げ
な
る
が
、
な
に
の
恐
れ
も
な
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
小
夜
衣
』
 
一
四
五
ぺ
）

 
前
者
は
、
常
陸
介
の
会
話
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
後
述
の
『
源
氏
物
語
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 
 

浮
舟
巻
の
内
舎
人
の
会
話
の
動
詞
「
お
そ
る
」
と
共
通
す
る
と
も
見
ら
れ
る
が
、

後
者
は
民
部
少
輔
が
山
里
の
姫
君
に
遠
慮
な
く
ふ
る
ま
う
こ
と
を
述
べ
た
場
面

の
も
の
で
、
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
前
掲
4
・
5
・
6
の
「
お
そ
る
」
の
名

詞
化
と
見
て
よ
さ
そ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
「
お
そ
る
」
の
平
安
和
文
の
例
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
春
の
花
に
ほ
ひ
す
く
な
く
し
て
、
む
な
し
き
名
の
み
、
秋
の
よ
の
な
が
き
を

 
か
こ
て
れ
ば
、
か
つ
は
人
の
み
・
に
お
そ
り
、
か
つ
は
う
た
の
こ
・
う
に
は

 
ち
お
も
へ
ど
、
（
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
＊
「
大
系
」
一
〇
三
ぺ
）

 
 
 
〈
＊
「
大
系
」
は
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
〉

②
（
忠
遠
）
「
（
略
）
が
く
も
ん
に
っ
か
る
・
を
ば
、
一
ど
の
し
き
お
こ
な
ふ
お
そ

 
れ
て
、
つ
か
れ
ふ
す
る
こ
と
な
し
。
あ
と
を
た
ち
て
こ
も
り
侍
が
く
生
な
り
」

（『

F
津
保
物
語
』
ま
つ
り
の
つ
か
ひ
「
本
文
と
索
引
本
文
編
」
四
四
四
ぺ
）

③
近
江
の
守
、
（
帝
ガ
）
い
か
に
き
こ
し
め
し
た
る
に
か
あ
ら
む
と
歎
き
恐
れ
て
、

「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
-
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一
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「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
 
-
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一

 
（
略
）
帰
ら
せ
給
ふ
打
出
の
浜
に
、
世
の
常
な
ら
ず
め
で
た
き
か
り
屋
ど
も

 
を
つ
く
り
て
、
菊
の
は
な
の
お
も
し
ろ
き
を
う
へ
て
、
御
ま
う
け
っ
か
う
ま

 
つ
れ
り
け
り
。
国
の
守
も
を
ぢ
恐
れ
て
、
ほ
か
に
か
く
れ
を
り
て
、
た
“
黒

 
主
を
な
む
す
へ
置
き
た
り
け
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
大
和
物
語
』
一
七
二
段
「
大
系
」
三
四
五
ぺ
）

④
唐
土
の
帝
、
こ
の
国
の
帝
を
い
か
で
は
か
り
て
、
こ
の
国
打
ち
取
ら
む
と
て
、

 
常
に
こ
こ
ろ
み
事
を
し
、
あ
ら
が
ひ
事
を
し
て
、
お
そ
り
た
ま
ひ
け
る
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

 
 
 
 
（
『
枕
草
子
』
二
二
七
段
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
三
六
ニ
ペ
）

⑤
（
内
舎
人
）
「
（
略
）
便
な
き
事
も
あ
ら
ば
、
重
く
勘
当
せ
し
め
給
ふ
べ
き
由
な

 
ん
仰
言
侍
り
つ
れ
ば
、
「
い
か
な
る
仰
言
に
か
」
と
、
恐
れ
申
し
侍
る
L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
「
大
系
」
（
五
）
二
六
四
ぺ
）

 
右
の
他
に
、
『
大
鏡
』
に
七
例
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
四
例
見
ら
れ
る
が
、
前
掲

の
五
例
か
ら
前
角
で
採
り
上
げ
た
「
あ
は
れ
ぶ
」
「
あ
は
れ
む
」
に
準
じ
た
考

え
方
が
で
き
る
と
思
う
。
即
ち
、
「
お
そ
る
」
は
心
理
動
作
語
で
あ
っ
て
、
具

体
動
作
を
通
し
て
物
語
の
登
場
人
物
の
心
理
を
描
き
上
げ
る
こ
と
を
基
本
と
す

る
平
安
和
文
語
に
は
、
馴
染
ま
な
い
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

 
用
例
⑤
の
『
源
氏
物
語
』
の
も
の
は
、
内
舎
人
と
い
う
下
級
役
人
の
会
話
に

使
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
中
で
の
異
様
な
場
面
を
作
り
出
し
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
浮
舟
の
侍
女
右
近
は
、
「
臭
の
鳴

か
ん
よ
り
も
、
い
と
物
恐
ろ
し
」
と
お
び
え
る
の
で
る
。

 
③
の
『
大
和
物
語
』
の
も
の
は
く
恐
縮
ス
ル
〉
に
近
い
意
の
も
の
で
、
『
我

身
に
た
ど
る
姫
君
』
『
雫
に
に
ご
る
』
の
そ
れ
に
一
致
す
る
。

（
2
）
「
お
つ
」

 
「
お
つ
」
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
次
の
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
る
。

1
か
れ
（
胡
兵
）
が
み
じ
か
き
ゆ
み
や
の
お
よ
ば
ぬ
程
よ
り
、
み
な
ら
は
ず
な
が

 
き
箭
を
は
な
つ
に
、
か
し
こ
き
か
た
め
と
た
の
め
る
あ
つ
き
い
た
を
、
か
れ

 
た
る
木
の
葉
な
ど
の
ご
と
く
に
と
ほ
り
て
、
う
ち
な
る
人
に
あ
た
る
時
、
え

 
び
す
ふ
る
ひ
お
ち
て
、
く
だ
り
し
り
ぞ
か
む
と
す
る
時
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
松
浦
宮
物
語
』
六
一
ぺ
）

 
右
の
例
は
、
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
状
況
を
見
て
、
「
え
び
す
」
が
、
震
工
〈
オ

ビ
エ
ル
〉
動
作
の
表
現
で
あ
る
。
「
ふ
る
ふ
」
と
複
合
し
て
い
る
が
、
「
お
そ
る
」

の
3
の
例
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
。

2
言
へ
ば
（
関
白
ハ
中
宮
ヲ
）
さ
し
も
お
ち
き
こ
ゆ
べ
き
な
ら
ね
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
三
 
一
三
九
ぺ
）

3
そ
の
後
は
、
か
つ
お
な
じ
う
ち
に
候
ふ
中
将
の
君
あ
し
く
思
ひ
き
こ
え
た
る

 
を
と
、
（
狂
前
斎
宮
ハ
）
お
ち
な
げ
き
、
と
も
す
れ
ば
声
を
た
て
て
ひ
め
か
せ
た

 
ま
ふ
。
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
巻
軸
 
三
八
五
ぺ
）

 
3
は
、
侍
女
の
中
将
の
君
に
対
し
、
狂
奔
斎
宮
の
す
る
動
作
で
、
「
わ
な
な
く
」

に
近
い
。

4
（
三
位
↓
大
弐
）
「
（
略
）
『
滝
口
な
ど
呼
ば
せ
て
打
た
せ
ん
』
な
ど
宣
は
せ
け
る

 
に
お
ち
て
、
典
侍
殿
も
こ
よ
ひ
は
対
面
し
た
ま
は
ぬ
な
め
り
。
は
や
、
人
に

 
見
え
聞
か
れ
ず
、
し
の
び
て
出
で
た
ま
ひ
ね
。
（
略
）
」
と
宣
へ
ば
、
名
残
り

 
な
く
わ
な
な
き
て
出
で
に
け
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
七
六
 
四
二
四
ぺ
）

 
右
の
場
面
は
、
三
位
の
会
話
が
終
わ
っ
た
後
、
こ
れ
を
聞
い
た
大
弐
が
「
わ

な
な
く
」
と
あ
る
。
こ
の
例
か
ら
し
て
も
「
お
つ
」
は
、
眼
に
見
え
る
動
作
を

（78）



表
し
、
「
わ
な
な
く
」
に
近
い
。

 
次
に
「
お
つ
」
と
同
じ
く
動
作
の
表
現
と
見
ら
れ
る
「
お
そ
ろ
し
が
る
」
は
、

『
木
幡
の
時
雨
』
に
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

○
（
中
納
言
）
「
（
略
）
さ
の
み
か
く
恐
ろ
し
が
る
べ
き
こ
と
か
は
」
（
一
四
ぺ
）

 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

 
「
お
つ
」
の
平
安
和
文
の
例
は
極
め
て
多
い
が
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
も
の

を
挙
げ
る
。

①
大
宮
の
御
兄
の
藤
大
納
言
の
子
の
青
黛
と
い
ふ
が
、
（
略
）
妹
の
麗
景
殿
の
御

 
方
に
行
く
に
、
大
将
の
、
御
さ
き
を
忍
び
や
か
に
追
へ
ば
、
し
ば
し
立
ち
と

 
ま
り
て
、
「
白
虹
、
日
を
貫
け
り
。
太
子
、
お
ち
た
り
」
と
、
い
と
ゆ
る
ら

 
か
に
う
ち
嘉
し
た
る
を
、
大
将
、
「
い
と
ま
ば
ゆ
し
」
と
聞
き
給
へ
ど
、
答

 
む
べ
き
事
か
は
。
（
『
源
氏
物
語
』
油
木
「
大
系
」
（
一
）
三
九
七
ぺ
）

 
右
の
例
は
、
漢
籍
か
ら
の
引
用
の
「
お
つ
」
で
、
漢
文
訓
読
語
で
も
「
お
つ
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ユ

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

②
わ
か
君
（
若
紫
）
は
、
い
と
恐
ろ
し
う
、
「
い
か
な
ら
ん
」
と
、
わ
な
・
か
れ
て
、

 
い
と
美
し
き
御
冷
つ
き
も
、
「
そ
“
ろ
寒
げ
」
に
思
し
た
る
を
、
（
略
）
（
源
氏
ハ
）

 
あ
は
れ
に
う
ち
語
ら
ひ
給
ひ
て
、
「
い
ざ
給
へ
よ
。
を
か
し
き
絵
な
ど
多
く
、

 
雛
遊
び
な
ど
す
る
所
に
」
と
、
心
に
つ
く
べ
き
事
を
の
た
ま
ふ
け
は
ひ
の
、

 
い
と
な
つ
か
し
き
を
、
幼
き
心
地
に
も
、
い
と
い
た
う
お
ち
ず
、
さ
す
が
に

 
む
つ
か
し
う
、
寝
も
入
ら
ず
、
み
じ
ろ
き
臥
し
給
へ
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
源
氏
物
語
』
若
紫
「
大
系
」
（
一
）
二
一
七
ぺ
）

 
右
の
例
で
、
「
お
そ
ろ
し
」
の
直
後
に
「
わ
な
な
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
「
わ
な
な
く
」
は
、
「
恐
れ
る
」
思
い
の
仕
草
に
表
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
の
に
対
し
、
「
お
つ
」
は
そ
れ
自
体
で
、
「
恐
れ
る
」
思
い
を
仕

草
に
表
す
語
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

③
（
右
近
↓
源
氏
）
「
（
略
）
頭
の
中
将
、
ま
だ
少
将
に
も
の
し
給
ひ
し
時
、
見
そ
め

 
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ひ
て
、
三
年
ば
か
り
は
、
心
ざ
し
あ
る
さ
ま
に
通
ひ
給
ひ

 
し
を
、
こ
ぞ
の
秋
頃
、
か
の
右
の
大
殿
よ
り
、
い
と
恐
ろ
し
き
事
の
聞
え
ま

 
で
来
し
に
、
も
の
お
ち
を
わ
り
な
く
し
給
ひ
し
御
心
に
、
せ
ん
方
な
く
思
し

 
お
ち
て
、
西
の
京
に
、
御
乳
母
住
み
侍
る
所
に
な
ん
、
は
ひ
か
く
れ
給
へ
り

 
し
。
（
略
）
」
（
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
「
大
系
」
（
一
）
一
六
六
ぺ
）

④
（
狭
衣
ハ
）
御
有
様
の
、
よ
う
つ
こ
の
世
の
人
と
も
見
え
給
は
ず
、
（
両
親
ハ
）
い

 
と
ゆ
・
し
き
に
お
ぼ
し
お
ち
て
、
御
位
を
だ
に
、
「
あ
ま
り
ま
だ
し
き
に
」
と
、

 
ち
こ
の
や
う
な
る
も
の
に
、
思
聞
え
さ
せ
給
ひ
た
る
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
狭
衣
物
語
』
巻
一
「
大
系
」
三
三
ぺ
）

③
④
の
「
お
ぼ
し
お
つ
」
は
、
上
述
の
如
く
仕
草
を
表
す
「
お
つ
」
に
「
お
ぼ

す
（
思
す
）
」
が
複
合
し
て
心
理
動
作
を
表
す
語
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
思

う
に
、
「
お
そ
る
」
は
物
語
用
語
と
し
て
は
避
け
ら
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
と
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゑ

義
の
「
思
ひ
お
つ
」
を
物
語
作
者
が
造
語
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
次
に
、
前
述
の
『
木
幡
の
時
雨
』
の
「
お
そ
ろ
し
が
る
」
に
関
連
し
て
、
平

安
和
文
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
一
例
を
挙
げ
て
コ
メ
ン
ト
し
て
お
く
。

○
（
妹
尼
）
「
た
“
、
わ
が
恋
ひ
悲
し
む
む
す
め
の
、
か
へ
り
お
は
し
た
る
な
め

 
り
」
と
て
、
泣
く
く
御
達
を
出
だ
し
て
、
抱
き
入
れ
さ
す
。
「
い
か
な
り

 
つ
ら
む
」
と
も
有
様
見
ぬ
人
は
、
恐
ろ
し
が
ら
で
抱
き
入
れ
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
手
習
「
大
系
」
（
五
）
三
四
七
ぺ
）

 
右
の
例
は
、
こ
の
先
行
箇
所
に
、
浮
舟
が
妖
怪
か
と
、
僧
都
の
弟
子
達
に
「
恐

ろ
し
」
と
さ
れ
た
場
面
が
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
て
こ
こ
で
「
お
そ
ろ
し
が
る
」

「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
 
-
申
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一

（79）
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が
用
い
ら
れ
も
の
で
あ
る
。
『
木
幡
の
時
雨
』
で
は
「
お
つ
」
が
用
い
ら
れ
て

お
ら
ず
、
「
恐
ろ
し
」
か
ら
の
派
生
で
あ
る
「
お
そ
ろ
し
が
る
」
が
選
ば
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

 
 
二
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」

 
 
（
1
）
「
た
が
ひ
に
」

 
「
た
が
ひ
に
」
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
『
山
路
の
露
』
『
住
吉
物
語
』
『
海
人
の

刈
藻
』
『
小
夜
衣
』
『
し
の
び
ね
』
『
し
ら
露
』
『
木
幡
の
時
雨
』
と
、
中
世
王
朝

物
語
の
大
半
の
作
品
に
用
い
ら
れ
る
。

1
「
い
か
で
こ
の
国
を
さ
り
な
む
」
と
思
へ
ど
も
、
た
が
ひ
に
ま
も
り
い
ま
し

 
め
つ
つ
、
い
さ
さ
か
の
ひ
ま
な
し
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
四
五
ぺ
）

2
う
こ
ん
も
（
略
）
め
も
く
れ
て
、
こ
・
に
て
は
今
一
し
ほ
涙
に
お
ぼ
・
れ
ゐ

 
た
り
。
い
と
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ど
も
、
た
が
ひ
に
う
ち
出
た
ま
ふ
言
葉
も
な

 
く
、
母
君
か
ら
う
じ
て
た
め
ら
ひ
つ
・
「
（
略
）
」
な
ど
い
み
つ
づ
け
て
、
ふ

 
し
ま
ろ
び
給
へ
ば
、
（
『
山
路
の
露
』
三
八
ぺ
）

3
中
の
君
は
姫
君
に
、
「
こ
れ
を
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
（
姫
君
）
「
そ
な
た
に
こ
そ
」

 
と
宣
ふ
ほ
ど
に
、
た
が
ひ
に
言
ひ
か
は
し
給
ひ
て
中
の
君
、
「
（
玉
章
）
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
住
吉
物
語
』
七
〇
ぺ
）

4
（
大
将
の
上
）
「
（
略
）
」
と
の
た
ま
ふ
さ
ま
、
至
上
の
御
あ
り
さ
ま
思
ひ
出
で
ら

 
れ
て
、
（
殿
の
上
）
「
（
略
）
」
な
ど
互
ひ
に
語
り
出
で
て
、
覗
き
こ
と
と
て
は
、

 
堰
き
も
あ
へ
ぬ
御
さ
ま
ど
も
な
り
。
（
『
海
人
の
刈
谷
』
一
二
〇
ぺ
）

5
さ
ま
あ
し
げ
に
は
げ
ま
し
挑
み
て
、
互
ひ
に
争
ひ
な
ど
は
も
の
し
給
は
ざ
り

 
し
か
ど
、
さ
す
が
に
遅
き
疾
き
花
の
け
ち
め
、
色
香
の
深
さ
浅
さ
な
ど
は
、

 
は
か
な
く
言
ひ
通
は
し
聞
こ
え
給
ひ
に
け
る
昔
の
こ
と
、
つ
く
づ
く
と
思
し

 
出
で
て
、
（
『
し
ら
露
』
二
五
五
ぺ
）

1
は
、
弁
の
少
将
が
国
外
へ
出
よ
う
と
思
っ
て
も
、
太
子
方
と
燕
野
方
と
が
交

互
に
監
視
警
戒
を
し
て
い
て
、
そ
の
…
機
会
（
間
隙
）
の
無
い
こ
と
を
言
っ
て
い

る
場
面
で
あ
る
。

2
は
、
右
近
と
浮
舟
母
と
が
感
激
の
余
り
に
、
交
互
に
話
を
交
わ
す
こ
と
も
な

ら
な
い
状
況
を
述
べ
た
一
節
で
あ
る
。

3
は
、
中
の
君
と
姫
君
が
か
わ
る
が
わ
る
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

4
は
、
大
将
の
上
と
殿
の
上
が
か
わ
る
が
わ
る
語
り
合
う
場
面
で
あ
る
。

 
右
の
四
つ
の
例
で
は
、
双
方
の
動
作
が
相
手
方
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と

を
「
た
が
ひ
に
」
が
、
表
し
て
い
る
。

 
5
は
、
大
君
が
白
露
の
君
と
、
花
の
早
咲
き
・
遅
咲
き
を
言
い
争
っ
た
昔
の

こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
場
面
で
、
み
っ
と
も
な
く
は
交
互
に
争
わ
な
か
っ
た
 
 
0
3

と
い
う
一
節
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B

 
し
か
し
、
『
小
夜
衣
』
で
は
「
た
が
ひ
に
」
が
多
用
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
次

の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。

6
宮
は
、
か
か
る
絶
え
間
を
思
ふ
に
こ
そ
と
、
こ
と
わ
り
に
心
苦
し
く
て
、
御

 
袖
も
う
ち
し
を
れ
つ
つ
、
た
が
ひ
に
あ
は
れ
に
深
き
御
仲
の
、
（
六
七
ぺ
）

7
（
兵
部
卿
宮
ト
山
里
の
姫
君
ガ
）
い
と
ど
、
ら
う
た
げ
な
る
御
さ
ま
ど
も
に
、
た
が

 
ひ
に
あ
は
れ
な
る
御
気
色
に
て
さ
し
並
び
給
へ
る
は
、
（
七
六
ぺ
）

 
6
・
7
の
「
た
が
ひ
に
」
は
、
後
続
の
「
あ
は
れ
に
深
き
」
「
あ
は
れ
な
る
」

を
修
飾
し
、
「
双
方
と
も
に
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
次
の

三
例
も
類
似
の
も
の
で
あ
る
。

8
（
帝
心
中
）
「
（
略
）
（
中
納
言
ハ
）
大
将
の
娘
に
、
こ
の
頃
か
よ
ふ
な
る
を
、
さ
や

 
う
の
乱
れ
に
思
ひ
う
ん
じ
て
、
こ
の
内
侍
を
し
る
べ
に
、
ま
よ
ひ
出
で
つ
ら



 
ん
。
も
し
さ
も
あ
ら
ば
、
た
が
ひ
に
思
ふ
ら
ん
は
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
。
（
略
）
L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
し
の
び
ね
』
六
一
ぺ
）

9
（
中
将
ト
白
露
君
田
）
互
ひ
に
、
思
ほ
へ
ず
、
ゆ
く
り
な
き
様
に
逢
ひ
恩
給
ふ
を
、

 
夢
か
と
の
み
思
し
辿
ら
る
る
に
も
、
わ
か
れ
ぬ
御
涙
ぞ
と
ど
め
が
た
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
し
ら
露
』
二
四
五
ぺ
）

10

i
中
将
↓
翁
・
嘔
）
「
（
略
）
さ
り
と
も
、
年
頃
慣
ら
ひ
給
ひ
て
、
今
さ
ら
ひ
き
離

 
れ
給
は
ん
こ
と
も
、
互
ひ
に
い
か
に
そ
や
思
ひ
給
ふ
ら
ん
を
、
も
ろ
と
も
に

 
さ
ぶ
ら
ひ
給
ひ
な
ん
や
。
（
略
）
」
（
『
し
ら
露
』
二
四
七
ぺ
）

 
8
・
9
・
1
0
の
「
た
が
ひ
に
」
．
は
、
「
思
ふ
」
「
思
ほ
へ
 
（
ず
）
」
「
（
い
か
に

そ
や
）
思
ひ
（
給
ふ
）
」
を
修
飾
し
て
お
り
、
「
双
方
と
も
に
」
の
意
に
採
っ
た

方
が
よ
い
と
考
え
る
。
8
の
例
の
『
し
の
び
ね
』
に
は
「
か
た
み
に
」
の
例
は

無
く
、
9
・
1
0
の
『
し
ら
露
』
に
は
「
か
た
み
に
」
の
例
が
あ
る
が
、
後
述
す

る
よ
う
に
用
法
に
特
徴
が
あ
る
。

 
ま
た
、
『
木
幡
の
時
雨
』
の
例
は
、

11

N
月
の
御
物
思
ひ
の
ほ
ど
も
、
た
が
ひ
も
し
る
く
、
青
み
痩
せ
衰
へ
給
ふ
さ

 
ま
い
と
わ
り
な
し
と
見
給
ふ
。
（
五
五
ぺ
）

の
如
く
「
た
が
ひ
」
と
あ
る
も
の
で
、
テ
キ
ス
ト
の
訳
は
「
た
が
い
に
（
見
て

取
ら
れ
）
」
と
す
る
が
、
「
違
い
も
（
あ
ら
わ
で
）
」
と
も
解
し
得
る
か
と
思
わ
れ
、

存
疑
で
あ
る
。

 
 
（
2
）
「
か
た
み
に
」

 
「
か
た
み
に
」
は
、
『
松
浦
宮
物
語
』
『
山
路
の
露
』
『
雫
に
に
ご
る
』
『
風
に

つ
れ
な
き
』
『
海
人
の
刈
藻
』
『
し
ら
露
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

1
・
2
た
だ
涙
ば
か
り
ぞ
か
た
み
に
せ
き
あ
へ
ぬ
。
千
夜
を
一
夜
に
だ
に
せ
む

 
す
べ
な
き
心
地
に
、
鳥
の
こ
ゑ
も
き
こ
ゆ
れ
ど
、
か
た
み
に
う
ご
く
け
し
き

 
も
な
し
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
七
五
ぺ
）

3
い
ふ
か
ひ
な
く
を
し
き
わ
か
れ
に
、
思
ひ
ま
ど
へ
る
さ
ま
は
、
か
た
み
に
し

 
の
び
が
た
け
れ
ど
、
あ
け
ゆ
く
を
ば
わ
り
な
く
の
み
、
の
が
れ
か
く
れ
ぬ
れ

 
ば
、
な
に
の
か
ひ
な
し
。
（
『
松
浦
宮
物
語
』
九
八
ぺ
）

4
（
謎
の
女
）
「
（
略
）
」
と
、
こ
と
わ
り
ば
か
り
は
、
か
た
み
に
つ
つ
ま
し
か
る
べ

 
け
れ
ど
、
（
『
松
浦
宮
物
語
』
一
〇
〇
ぺ
）

5
宮
の
う
へ
は
、
な
を
さ
ま
こ
と
な
る
む
つ
び
は
か
れ
も
頼
か
は
し
た
ま
へ
れ

 
ど
も
、
と
し
月
の
ぞ
ふ
ま
・
に
、
か
た
み
に
お
も
く
し
く
な
り
ま
さ
り
た

 
ま
へ
れ
ば
、
（
『
山
路
の
露
』
四
ぺ
）

6
う
ち
も
ま
ど
ろ
ま
ず
つ
き
せ
ぬ
も
の
が
た
り
に
、
な
が
き
よ
の
何
な
ら
ず
、

 
明
け
ぬ
れ
ば
、
か
へ
り
な
む
こ
と
を
形
み
に
あ
か
ず
思
ひ
給
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
山
路
の
露
』
四
五
ぺ
）

7
（
母
君
モ
浮
舟
モ
）
か
た
み
に
し
ほ
た
れ
た
ま
へ
る
袖
の
け
し
き
、
い
と
み
み
じ

 
う
は
る
み
＼
と
わ
け
給
し
道
の
ほ
ど
も
、
さ
な
が
ら
う
つ
・
と
も
お
ぼ
え
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
山
路
の
露
』
四
七
ぺ
）

8
「
今
は
」
と
思
は
ん
悲
し
さ
は
疎
か
な
る
ま
じ
き
を
、
か
た
み
に
、
ま
た
な

 
き
御
思
ひ
ど
も
な
れ
ば
、
も
の
も
お
ぼ
え
給
は
ず
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
雫
に
に
ご
る
』
一
五
ぺ
）

9
女
院
も
、
内
侍
督
の
こ
と
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
か
た
み
に
、
御
心
置
か
れ
給
ひ
し

 
か
。
（
『
雫
に
に
ご
る
』
三
一
ぺ
）

10
｡
は
一
つ
に
お
は
し
て
、
常
に
渡
り
見
奉
り
給
へ
ば
、
か
た
み
に
嬉
し
く
思

 
さ
る
。
（
『
風
に
つ
れ
な
き
』
一
七
四
ぺ
）

 
「
か
た
み
に
」
は
、
「
相
互
に
」
「
そ
れ
ぞ
れ
に
」
の
よ
う
な
意
で
あ
る
こ
と

「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
-
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一

（81）



「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
 
-
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
一

が
、
以
上
の
例
か
ら
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
「
か
た
み
に
」
が
修
飾
す
る
後
続
句
は
、

1
「
せ
き
あ
へ
ぬ
」
・
2
「
う
ご
く
け
し
き
も
な
し
」
・
3
「
し
の
び
が
た
け

れ
（
ど
）
」
・
4
「
つ
つ
ま
し
か
る
（
ぺ
け
れ
ど
）
」
5
「
お
も
く
し
く
な
り

ま
さ
り
（
た
ま
へ
れ
ば
）
」
・
6
「
あ
か
ず
思
ひ
（
給
）
」
・
7
「
し
ほ
た
れ
（
た

ま
へ
る
）
」
・
8
「
ま
た
な
き
御
思
ひ
ど
も
（
な
れ
ば
）
」
・
9
「
御
心
置
か
れ

（
給
ひ
し
か
）
」
・
1
0
「
嬉
し
く
思
さ
る
」
の
よ
う
に
、
状
態
的
な
表
現
で
あ
り
、

「
た
が
ひ
に
」
の
後
続
句
の
よ
う
に
動
作
が
交
互
に
交
錯
し
て
行
わ
れ
る
表
現

と
は
相
違
し
て
い
る
。

 
し
か
レ
、
次
の
五
例
は
右
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

11

ｭ
将
は
、
さ
ま
ざ
ま
わ
す
れ
ぬ
お
も
か
げ
そ
ひ
て
、
う
ち
な
み
だ
ぐ
む
気
色

 
を
、
し
ら
ぬ
国
の
人
も
あ
は
れ
と
み
て
、
た
び
ね
も
露
け
か
る
ま
じ
う
思
ひ

 
お
き
つ
つ
、
こ
ま
か
に
心
し
ら
へ
ば
、
宰
相
も
か
た
み
に
ふ
み
を
つ
く
り
か

 
は
し
て
、
興
あ
り
と
お
も
へ
れ
ば
、
（
『
松
浦
宮
物
語
』
二
ニ
ペ
）

12

i
新
中
納
言
）
「
（
略
）
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
殿
、
「
（
略
）
」
と
て
、
か
た
み
に
う
ち

 
笑
ひ
て
、
御
物
語
聾
よ
と
聞
こ
え
か
は
し
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
海
人
の
刈
藻
』
一
六
七
ぺ
）

13
{
は
、
（
略
）
久
し
く
会
ひ
給
は
ざ
り
し
ほ
ど
の
御
物
語
、
尽
き
す
べ
く
も
あ

 
ら
ず
、
か
た
み
に
言
ひ
か
は
し
給
ふ
。
（
『
し
ら
露
』
二
二
五
ぺ
）

14

u
（
略
）
」
「
（
略
）
」
と
か
た
み
に
言
ひ
か
は
す
ほ
ど
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
し
ら
露
』
二
四
八
ぺ
）

15

i
乳
母
）
「
今
よ
り
し
て
、
い
よ
い
よ
御
あ
た
り
近
く
さ
ぶ
ら
ひ
慣
れ
、
穿
け

 
し
き
も
た
ま
は
り
ぬ
べ
き
者
に
侍
れ
ば
、
か
た
み
に
隔
て
な
く
申
し
通
は
さ

 
ん
」
（
『
し
ら
露
』
二
五
一
ぺ
）

 
こ
の
五
例
に
共
通
す
る
の
は
「
か
た
み
に
」
に
修
飾
さ
れ
る
動
詞
が
「
1
か

は
す
L
「
-
通
は
す
」
の
形
を
採
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
「
つ
く
る
」
「
聞
こ
ゆ
」
「
言

ふ
」
「
「
申
す
」
の
動
作
が
交
互
に
交
錯
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
表
す
と
い
う
用

法
で
あ
る
。

 
す
な
わ
ち
、
中
世
王
朝
物
語
に
用
い
ら
れ
た
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」

の
基
本
的
な
相
違
は
、
次
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
A
・
B
は
動

作
の
主
体
を
表
す
）
。

「
た
が
ひ
に
」

①
A
↓

 
 
↑
B

②
A
↓↑

B

「
か
た
み
に
」

③
A
↓
 
↑
B
 
 
④
A
l

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B
一

「
た
が
ひ
に
」
①
A
B
の
同
じ
動
作
が
、
僅
か
な
時
を
お
い
て
交
互
に
行
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
る
こ
と
を
表
す
（
「
交
互
二
」
の
意
）
。

 
 
 
 
 
 
②
A
の
動
作
の
終
了
後
に
B
の
同
じ
動
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

 
 
 
 
 
 
 
表
す
（
「
カ
ワ
ル
ガ
ワ
ル
」
の
意
）
。

「
か
た
み
に
」
③
A
B
の
同
じ
動
作
・
状
態
が
同
時
に
相
手
に
対
し
て
行
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
る
こ
と
を
表
す
。
（
「
相
互
二
」
の
意
）
。

 
 
 
 
 
 
④
A
B
の
同
じ
動
作
・
状
態
が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

 
 
 
 
 
 
 
表
す
（
「
ソ
レ
ゾ
レ
ニ
」
の
意
）
。

 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
前
掲
の
「
た
が
ひ
に
」
の
6
・
7
の
例
は
、
①
と

③
の
相
違
が
微
妙
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
③
の
状
態
を
「
た
が
ひ
に
」
で
表

現
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

 
ま
た
、
「
か
た
み
に
」
の
1
1
-
1
5
の
例
は
上
記
の
よ
う
な
「
1
か
は
す
」
「
1 （82）



通
は
す
し
形
の
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
、
①
の
動
作
を
表
す
こ
と
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

た
み
に
」
は
後
続
の
「
い
ひ
あ
は
す
」
（
「
い
ひ
か
は
す
」

し
て
お
り
、
④
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

で
は
な
い
）
を
修
飾

 
 
 
（
3
）
平
安
和
文
の
「
た
が
ひ
に
」
「
か
た
み
に
」
と
中
世
説
話
文
学

 
 
 
 
 
 
の
用
例
に
つ
い
て

 
漢
文
訓
読
語
と
さ
れ
る
「
た
が
ひ
に
」
は
、
漢
文
訓
読
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
日
常
的
用
語
の
「
た
が
ひ
に
」
が
漢
文
訓
読
の
際
に

は
選
ば
れ
た
の
に
対
し
、
和
文
語
に
は
、
作
中
人
物
の
具
体
動
作
を
あ
た
か
も

眼
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
表
現
し
得
た
「
か
は
る
が
は
る
」
「
か
は
り
が
は
り
」
が

用
い
ら
れ
、
た
め
に
「
た
が
ひ
に
」
を
用
い
る
こ
と
が
稀
に
な
っ
た
も
の
と
考

 
 
 
 
な
 
 

え
ら
れ
る
。

 
但
し
、
「
か
は
る
（
り
）
が
は
る
（
り
）
」
は
前
述
の
「
た
が
ひ
に
」
の
②
の

意
味
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
③
④
の
意
味
を
表
す
「
か
た
み
に
」
が
多
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
平
安
末
期
成
立
と
さ
れ
る
『
老
鴬
』
に
は
、
「
た
が
ひ
に
」
「
か
た
み
に
」
が

次
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

 
は
じ
め
は
、
人
の
扇
に
、
一
文
字
を
男
の
書
き
給
へ
り
け
る
を
、
女
の
書
き

 
添
へ
さ
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、
男
又
見
て
、
一
文
字
添
へ
給
に
、
た
が
ひ
に
添

 
へ
給
け
る
程
に
、
歌
一
つ
に
書
き
は
て
給
に
け
る
よ
り
、
面
通
ひ
給
ひ
て
、

 
夢
か
う
つ
・
か
な
る
事
“
も
出
で
来
て
、
（
「
本
文
及
び
総
索
引
」
九
三
ぺ
）

 
（
大
将
殿
く
有
仁
v
ハ
）
又
兵
部
督
や
、
少
将
た
ち
な
ど
参
り
給
へ
ば
、
か
た
み

 
に
女
の
事
な
ど
い
ひ
あ
は
せ
つ
・
、
雨
夜
の
し
っ
か
な
る
に
も
、
語
ら
ひ
給

 
折
も
あ
る
べ
し
。
（
二
四
〇
ぺ
）

「
た
が
ひ
に
」
は
「
か
は
る
が
は
る
」
と
同
義
（
②
の
意
）
で
あ
る
が
、
「
か

「
た
が
ひ
に
」
「
か
た
み
に
」
の
意
味
の
相
違
は
、
中
世
の
い
わ
ゆ
る
和
漢
混

渚
文
の
用
例
に
も
あ
る
程
度
認
め
ら
れ
る
が
、
次
の
二
作
品
（
説
話
）
の
場
合

な
ど
は
、
逆
の
意
味
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
例

ω
こ
の
男
女
、
た
が
ひ
に
七
八
十
に
成
ま
で
栄
え
て
、
男
子
、
女
子
生
み
な
ど

 
し
て
、
死
の
別
れ
に
ぞ
別
れ
け
る
。
（
「
大
系
」
二
六
九
ぺ
）

㈲
（
人
々
）
「
大
宮
大
炊
の
御
門
辺
に
、
聖
な
る
男
三
人
置
い
く
ほ
ど
も
へ
だ
て

 
ず
、
き
り
ふ
せ
た
る
、
あ
さ
ま
し
く
使
ひ
た
る
太
刀
か
な
。
か
た
み
に
き
り

 
合
て
死
た
る
か
と
見
れ
ば
、
お
な
じ
太
刀
の
つ
か
ひ
ざ
ま
也
。
敵
の
し
た
り

 
け
る
に
や
。
（
略
）
」
（
三
二
一
ぺ
）

ω
が
「
か
た
み
に
」
、
②
が
「
た
が
ひ
に
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
但
し
、
次
の
も
の
は
平
安
和
文
の
用
い
方
で
あ
る
。

㈹
さ
て
、
商
人
ど
も
、
皆
々
と
り
ぐ
に
妻
に
し
て
住
む
。
か
た
み
に
思
ひ
あ

 
ふ
こ
と
、
か
ぎ
り
な
し
。
片
時
も
は
な
る
べ
き
心
ち
せ
ず
し
て
住
む
問
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
一
一
ぺ
）

『
十
訓
抄
』
の
例

ω
白
壁
皇
子
、
（
略
）
カ
ス
ノ
外
ニ
テ
位
二
半
タ
モ
ウ
ヘ
ク
モ
ナ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、

 
百
河
ノ
宰
相
タ
カ
ビ
ニ
志
深
ク
御
座
シ
ケ
レ
ハ
、
此
事
ヲ
歎
テ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
本
文
と
索
引
」
上
一
七
〇
ぺ
）

ω
鳥
羽
院
御
時
、
雨
イ
ト
ブ
リ
ケ
ル
夜
、
若
殿
上
人
ア
マ
タ
集
テ
、
古
キ
タ
メ

 
シ
ノ
シ
ナ
サ
タ
メ
モ
ヤ
ア
リ
ケ
ン
。
「
血
忌
ユ
フ
碑
文
カ
ク
女
シ
リ
タ
リ
」
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を
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ー



「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
の
意
味
 
-
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
用
例
か
ら
平
安
時
代
和
文
語
の
一
側
面
を
見
る
ー

ト
云
謬
ヒ
出
テ
、
「
今
夜
事
キ
ラ
ム
。
文
ヤ
リ
テ
返
事
カ
タ
ミ
一
見
テ
、
ヲ

ト
リ
マ
サ
リ
定
メ
ン
」
ナ
ト
云
ホ
ト
ニ
、
（
下
二
五
ぺ
）

ω
が
「
か
た
み
に
」
、
②
が
「
た
が
ひ
に
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
「
た
が
ひ
に
」
「
か
た
み
に
」
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
微
妙
な
意
味
の
相

違
を
表
し
、
特
に
物
語
用
語
と
し
て
の
和
文
語
で
は
、
「
か
は
る
（
り
）
が
は

る
（
り
）
」
と
「
か
た
み
に
」
が
選
ば
れ
た
が
、
や
が
て
意
味
の
違
い
が
分
か

ら
な
く
な
り
、
「
か
た
み
に
」
は
淘
汰
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
中
世
王
朝

物
語
の
「
た
が
ひ
に
」
「
か
た
み
に
」
は
、
平
安
和
文
に
お
け
る
相
違
を
不
完

全
な
が
ら
伝
え
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

 
 
注

1
「
平
安
時
代
和
文
語
と
中
世
王
朝
物
語
用
語
の
一
側
面
（
一
）
」
（
「
日
本
文

学
研
究
」
第
三
四
号
〈
一
九
九
九
年
〉
）
。
本
文
中
で
前
稿
と
呼
ぶ
。

2
山
内
洋
一
郎
「
『
山
路
の
露
』
の
語
彙
-
擬
古
文
の
語
彙
の
特
色
を
考
え
る
l
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
山
路
の
露
本
文
と
総
索
引
』
所
収
）

3
こ
の
例
に
つ
い
て
は
本
文
に
異
同
が
あ
り
、
諸
説
の
あ
る
と
こ
ろ
（
萩
谷
朴

 
『
枕
草
子
解
環
』
第
四
巻
四
一
四
～
四
一
五
べ
に
詳
し
い
）
だ
が
、
引
用
文

 
の
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
も
の
の
頭
注
に
従
う
。
「
恐
る
」
の
動
作
主
体
は
「
こ

 
の
国
の
帝
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
唐
土
の
帝
」
に
は
尊
敬
語
を
付
け
な
い
こ

 
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

4
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研

 
究
』
の
八
〇
四
ぺ
（
源
氏
物
語
と
漢
文
訓
読
L
）
に
言
及
が
あ
り
、
「
史
記
・

 
前
漢
書
・
文
選
の
「
白
虹
貫
日
、
太
子
畏
之
」
に
拠
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
と

 
あ
る
が
、
「
お
つ
」
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
は
無
い
。

5
田
中
牧
郎
「
「
お
そ
る
」
と
「
お
つ
」
i
平
安
・
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
i
」
（
「
国

語
学
研
究
」
3
0
〈
一
九
九
〇
年
〉
は
、
こ
の
二
語
に
つ
い
て
副
題
に
示
さ
れ

 
た
時
代
の
資
料
の
用
例
を
精
査
さ
れ
た
労
作
で
あ
る
が
、
氏
が
「
お
そ
る
」

 
を
「
文
章
語
」
と
認
め
ら
れ
た
の
に
は
、
稿
者
は
従
い
難
い
。
私
見
に
よ
れ

 
ば
、
二
語
と
も
「
日
常
的
用
語
」
で
あ
っ
て
、
和
文
と
訓
点
資
料
に
お
け
る

 
出
現
数
の
相
違
は
、
専
ら
和
文
（
物
語
）
に
お
け
る
意
図
的
な
用
語
選
択
の

 
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
同
論
文
の
一
節
に
、
漢
文
訓
読
文
で

 
は
二
語
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
箇
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

 
て
い
る
の
に
、
稿
者
は
注
目
し
た
い
。

 
 
「
お
そ
る
」
を
特
に
多
用
す
る
の
は
、
経
義
を
解
説
し
た
抽
象
的
な
叙
述

 
 
が
多
い
賛
・
疏
の
類
、
「
お
つ
」
を
も
多
用
す
る
の
は
、
物
語
性
が
高
く

 
 
具
体
的
な
事
件
な
ど
の
叙
述
も
多
い
伝
・
紀
・
記
の
類
、
両
者
の
中
間
に

 
 
位
置
す
る
の
が
、
経
義
を
解
き
な
が
ら
物
語
性
も
帯
び
る
経
の
類
、
と
い

 
 
う
対
応
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

6
宮
垣
明
代
「
漢
文
訓
読
資
料
・
和
文
資
料
に
お
け
る
「
情
態
副
詞
」
に
つ
い

 
て
の
一
考
察
1
「
タ
ガ
ヒ
三
」
「
か
た
み
に
」
を
中
心
と
し
て
l
L
（
「
山
口

 
国
文
」
1
3
〈
一
九
九
〇
年
〉
）
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