
俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

高

羽

四

郎

／

b

 
「
国
文
学
研
究
』
第
四
号
に
「
…
し
か
か
る
の
用
法
」
と
い
う
の
が
載
せ
ら

れ
た
。
こ
ん
ど
「
し
か
け
る
」
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
の
も
主
意
は
前
回
と
同

じ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
観
察
の
方
向
に
も
代
わ
る
べ
き
適
当
な
も
の
が
得
ら
れ

ず
、
似
た
よ
う
な
行
き
方
を
取
る
他
な
か
っ
た
。
結
果
は
「
か
か
る
」
の
時
に

も
増
し
て
不
十
分
、
そ
し
て
不
安
定
で
あ
る
。
用
法
は
「
か
け
る
」
の
方
が
少

し
く
多
岐
、
例
題
も
煩
雑
に
な
っ
て
い
る
が
、
逐
一
の
言
及
は
不
要
の
こ
と
と

て
、
随
意
に
こ
れ
を
省
略
し
た
。
例
文
へ
直
接
加
え
た
〔
読
み
〕
の
多
い
の
は

そ
の
用
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
か
え
っ
て
迷
わ
せ
る
よ
う
な
誤
謬
が
あ
り
う

る
。
厳
正
な
批
判
に
お
委
せ
す
る
。

例
題
A
 
人
称
主
語

 
-
 
実
義
の
用
法

 
 
1
 
接
触

 
 
a
 
「
お
お
い
か
け
る
」
．

 
 
 
饗
へ
た
る
木
具
に
羅
〔
う
す
も
の
〕
打
か
け
て
〔
付
句
〕
一
助
里
（
陸
奥
千
鳥
二
・
皿

 
 
 
 
 
清
水
三
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
ト
エ

 
 
 
 
参
 
結
構
な
五
器
に
単
を
か
け
て
置
〔
付
句
〕
1
一
柴
雫
（
句
兄
弟
中
・
一
四
八
）

 
引
か
け
た
夜
着
の
馴
染
〔
な
じ
ま
〕
ぬ
夜
寒
か
な
1
六
風
（
種
瓢
・
V
名
録
三
）

 
 
参
 
し
の
き
か
ね
夜
着
を
か
け
た
る
火
燵
哉
-
桃
先
（
笈
日
記
下
・
1
雲
水
五
一
／

 
 
 
 
佗
し
さ
は
夜
着
を
懸
た
る
 
三
猿
蓑
下
・
W
冬
句
六
三
）

 
錦
を
ハ
野
に
織
か
け
て
嫁
入
星
〔
よ
め
り
ぼ
し
〕
1
波
川
（
桜
首
途
申
・
一
二
三
）

 
 
参
 
か
け
て
ほ
す
や
霞
の
衣
さ
ほ
の
山
一
加
新
（
新
八
三
上
・
1
春
句
九
一
）

b
 
「
寄
せ
か
け
る
」

 
枝
作
る
松
に
階
子
〔
は
し
ご
〕
を
さ
し
か
け
て
〔
付
句
〕
1
車
庸
（
深
川
・
V
刈
株
二
九
）

 
 
参
 
明
家
に
階
子
か
け
た
る
寒
さ
哉
-
桂
之
（
笈
日
記
中
・
斑
伊
勢
七
七
）

 
ゆ
ふ
か
ほ
や
持
セ
か
け
た
る
老
の
杖
-
士
朗
（
信
濃
札
下
・
亜
夏
句
三
五
）

 
 
参
杖
か
け
て
柳
の
陰
の
手
水
哉
一
常
之
（
孤
松
・
1
春
三
一
六
二
）

 
ま
き
藁
に
へ
な
つ
く
弓
を
よ
せ
か
け
て
〔
付
句
〕
1
春
湖
 
（
初
時
雨
下
・
K
柿
葉
一
三
）

c
 
「
釣
り
か
け
る
」

 
洗
ひ
あ
け
た
絹
打
懸
る
柳
か
な
i
里
芳
（
世
の
華
・
二
・
四
八
四
）

 
 
参
染
物
を
な
ら
へ
て
掛
る
柳
哉
一
路
健
（
草
庵
集
詩
・
1
春
鳥
一
〇
八
）

 
菜
の
花
や
脱
か
け
て
行
梵
論
〔
ぼ
ろ
〕
の
笠
-
松
雨
（
桜
首
途
申
・
九
九
）

 
 
参
 
凧
や
襟
に
か
け
た
る
珠
数
の
音
；
牝
玄
（
雑
談
凸
起
・
皿
文
通
一
〇
四
）

 
五
反
田
の
麦
も
は
ら
り
と
苅
か
け
て
〔
付
句
〕
一
五
考
（
白
陀
羅
尼
．
皿
淡
雪
＝
二
）

 
 
参
 
稲
刈
て
初
尾
に
か
く
る
岡
の
松
〔
付
句
〕
一
普
船
（
雑
談
言
立
．
四
二
二
）
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俳
譜
に
お
け
る
「
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し
か
け
る
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の
用
法



2
 
方
向

a
 
「
散
ら
し
か
け
る
」

 
一
釣
瓶
水
う
ち
か
け
よ
杜
若
一
蕗
臼
（
刷
毛
序
上
・
W
孟
夏
二
四
）

 
 
参
 
水
乞
ふ
て
か
け
く
行
や
し
の
ふ
費
-
三
石
（
桜
首
途
申
・
四
一
九
）

 
ふ
り
か
け
る
簑
の
雫
や
青
山
椒
-
晋
阿
（
梅
鏡
上
・
一
〇
五
四
）

 
 
参
 
篠
の
露
袴
に
か
け
し
茂
り
か
な
1
芭
蕉
（
泊
船
集
三
・
夏
句
＝
一
八
）

 
昼
か
ほ
に
泥
は
ね
か
く
る
襲
う
へ
二
一
桃
妖
（
草
庵
集
詩
・
亙
夏
部
五
九
）

 
 
参
打
留
〔
う
ち
が
い
〕
に
泥
を
か
け
け
り
芦
の
花
-
浪
化
（
浪
化
日
記
・
W
己
卯

 
 
 
 
七
〇
二
）

b
 
「
送
り
か
け
る
」

 
廓
か
ら
矢
文
射
か
け
る
三
軍
〔
は
な
い
く
さ
〕
1
播
東
（
三
十
歌
仙
・
X
十
日
一
五
）

 
 
参
一
度
ハ
熊
野
を
か
け
て
和
寄
の
浦
〔
付
句
〕
f
涼
菟
（
三
日
歌
仙
・
V
扇
子
二
七
）

 
大
津
ま
て
荷
は
や
り
か
け
て
涼
み
哉
-
北
枝
（
喪
の
名
残
下
・
1
夏
句
一
一
七
）

 
 
参
 
西
近
江
か
け
て
祭
の
相
撲
ふ
れ
〔
付
句
〕
一
梨
月
（
足
首
途
上
・
九
七
）

 
乗
か
け
て
馬
の
氣
を
見
る
柳
哉
-
柳
瀬
（
荒
小
田
・
皿
止
句
一
〇
七
）

 
御
通
の
掃
除
に
砂
を
荷
〔
に
な
〕
ひ
か
け
〔
付
句
〕
f
正
勝
（
雪
月
花
上
・
W
陸
連
二
七
）

 
何
も
か
も
ぬ
か
ら
ぬ
鐸
へ
投
か
け
て
〔
付
句
〕
1
梅
酒
（
慕
夕
暮
・
1
追
悼
三
）

3
、
対
向

a
 
与
格
＋
対
格

 
虚
無
僧
の
物
い
～
か
け
る
枯
野
哉
-
瓜
流
（
其
雪
影
下
・
皿
秋
冬
七
三
）

 
 
類
 
お
も
し
ろ
い
無
理
い
ひ
か
け
る
花
の
関
〔
付
句
〕
一
三
惟
（
蓑
笠
上
・
皿
鵜
使

 
 
 
 
三
五
）

 
声
高
う
宿
に
な
に
や
ら
呼
か
け
て
〔
付
句
〕
1
稲
負
（
幽
門
句
牒
・
W
杜
若
＝
＝
）

 
わ
せ
た
か
と
諸
事
の
相
場
を
問
か
け
て
〔
付
句
〕
一
之
道
（
住
吉
物
語
下
・
丑
二
部
＝
二
三
）

 
湯
揚
り
の
背
中
の
蓋
〔
や
い
と
の
？
〕
を
頼
み
か
け
〔
付
句
〕
1
杜
容
（
東
海
道
上
・
珊
初

 
 
 
桜
五
）

 
親
共
に
直
に
娘
を
も
ら
い
か
け
〔
付
句
〕
1
嵐
青
（
浪
化
日
記
・
皿
轟
轟
七
八
六
）

 
 
借
り
か
け
し
庵
の
噂
や
け
ふ
の
菊
i
丈
草
 
（
小
文
庫
下
・
皿
秋
句
六
三
／
続
猿
蓑
下
・
亙

 
 
 
 
秋
句
一
一
一
）

 
 
花
衣
背
中
は
か
り
を
見
せ
か
け
て
〔
付
句
〕
1
除
風
（
青
笹
下
・
1
三
部
一
七
）

 
 
 
類
 
藪
入
と
み
せ
か
け
て
来
る
堤
か
な
i
五
渡
 
（
初
時
雨
上
・
W
二
月
二
九
／
新
雨
夜

 
 
 
 
 
初
篇
）

 
b
 
対
格

 
 
請
ら
れ
て
余
所
へ
行
か
と
う
ら
ミ
か
け
〔
付
句
〕
一
寿
峯
（
其
誘
集
三
・
一
二
五
）

 
 
弁
舌
に
藪
入
唐
を
の
セ
か
け
て
〔
付
句
〕
1
千
甫
（
鳳
巾
の
晴
一
・
一
九
三
）
．

 
 
白
粉
に
出
女
と
も
か
化
し
か
け
〔
付
句
〕
1
柳
糸
（
桜
の
許
し
二
・
二
四
六
）

 
 
普
請
場
に
月
待
か
け
ん
稽
古
舞
〔
付
句
〕
1
周
我
（
梅
鏡
上
・
八
七
二
）

 
 
 
類
 
掃
除
し
て
朝
ま
ち
か
く
る
花
の
庭
〔
付
句
〕
1
北
町
（
喪
の
名
残
上
・
W
椿
一
七
）

 
4
 
志
向

 
 
と
れ
一
と
月
に
庖
丁
鳴
ら
し
か
け
〔
付
句
〕
1
浩
々
（
老
旅
九
・
四
二
三
）

 
 
こ
っ
そ
り
と
中
稲
て
酒
を
造
り
か
け
〔
付
句
〕
1
旦
斎
（
太
根
集
・
五
滝
川
七
）

 
 
つ
か
一
と
渡
り
か
け
た
り
春
の
水
-
物
恥
（
水
月
一
墜
・
皿
諸
句
六
七
）

 
 
 
比
 
渡
り
育
て
藻
の
花
の
ぞ
く
流
血
一
跡
兆
（
猿
島
二
・
夏
句
七
五
／
渡
り
か
け
て

 
 
 
 
 
卯
辰
二
上
・
1
夏
越
五
六
）

 
 
鍋
の
す
ミ
洗
ひ
か
け
た
り
村
時
雨
一
嵐
風
、
（
雑
談
集
首
・
皿
文
通
一
〇
三
）

 
 
夕
月
の
朧
に
琵
琶
を
弾
か
け
て
〔
付
句
〕
1
山
鳳
（
番
榿
集
・
冊
垣
梅
三
）

 
 
 
比
 
さ
そ
は
れ
て
棊
打
か
け
た
る
花
見
哉
一
安
重
（
続
虚
栗
上
・
1
春
四
七
〇
）

皿
 
補
助
の
用
法

 
-
 
折
り
か
け
る

 
 
折
か
け
て
又
枝
か
え
る
椿
か
な
一
画
超
（
所
員
十
三
・
八
七
）

 
 
 
類
折
か
け
て
手
を
ふ
る
ひ
け
り
茨
〔
ば
ら
〕
の
花
一
紅
糸
 
（
己
巳
東
武
癖
直
・
二
三

 
 
 
 
 
八
）

 
 
折
か
け
て
を
ら
す
に
行
し
木
模
哉
-
左
笠
（
天
保
1
3
 
年
毎
集
・
一
七
）

 
 
 
類
 
折
嵌
て
掌
る
盲
あ
り
藤
の
華
-
二
面
（
鏡
直
下
・
W
諸
句
八
三
）
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折
か
け
た
枝
の
も
開
く
木
橦
か
な
i
開
保
（
千
町
田
四
・
1
初
秋
三
八
）

 
 
類
 
折
か
け
し
ま
、
に
咲
た
る
野
梅
六
一
粒
子
（
残
花
野
上
・
一
一
三
）

 
う
つ
の
山
折
か
け
て
あ
る
桜
哉
-
芦
夕
（
い
つ
を
昔
・
四
三
）

 
し
か
ら
れ
て
折
か
け
て
置
さ
く
ら
哉
-
小
半
（
喪
の
名
残
上
・
W
騎
士
一
五
一
）

 
 
参
 
書
か
け
た
絵
筆
を
置
い
て
一
工
夫
〔
付
句
〕
1
東
紅
（
残
花
集
五
・
四
三
六
）

2
 
一
般
動
詞

a
 
連
用
形

 
持
摘
て
膳
ひ
か
え
け
り
蜀
醜
〔
ほ
と
と
ぎ
す
〕
一
三
惑
（
初
蝉
上
・
亜
夏
句
八
）

 
 
参
鶯
や
す
り
か
け
た
餌
を
止
め
て
聞
く
1
山
旭
（
己
巳
東
武
墨
直
・
四
＝
二
）

 
賎
の
こ
や
い
ね
摺
か
け
て
月
を
み
る
1
芭
蕉
（
鹿
島
紀
行
・
1
紀
行
一
四
）

 
七
草
や
粧
ひ
し
か
け
て
寸
刻
ミ
ー
野
披
（
炭
俵
上
・
V
古
句
一
＝
）

 
．
葺
か
け
て
月
見
の
磯
屋
荒
に
け
り
〔
付
句
）
一
沽
徳
（
続
虚
栗
上
・
1
春
部
一
一
〇
）

 
結
〔
ゆ
い
〕
か
け
て
細
縄
た
ら
ぬ
花
の
垣
〔
付
句
〕
-
1
木
節
 
（
鳥
道
下
・
1
三
三
一
七
）

b
 
連
体
形

 
打
か
け
た
蕎
麦
に
も
あ
ハ
す
闇
嫌
ひ
〔
付
句
〕
一
沽
洲
（
皮
籠
摺
上
・
W
萩
原
一
五
）

 
仕
懸
た
る
仕
事
も
多
き
蚊
遣
か
な
1
二
刀
（
そ
こ
の
花
上
・
皿
諸
句
七
五
）

 
讃
か
け
し
狭
衣
持
て
窓
に
寄
り
〔
付
句
〕
1
兎
角
（
老
旅
六
・
九
三
）

c
 
…
か
け
て
あ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ρ

 
木
の
株
の
ほ
り
か
け
て
あ
る
枯
野
哉
-
二
食
（
浜
荻
・
珊
警
句
二
七
）

 
 
参
 
掘
か
け
た
庭
木
の
ミ
ゆ
る
蝕
寒
哉
i
陸
鷹
（
花
千
部
・
二
塁
句
三
〇
八
）

 
机
は
墨
の
す
り
か
け
て
有
〔
付
句
短
〕
1
袖
双
（
芳
門
句
牒
・
亙
柳
四
四
）

d
 
…
か
け
て
お
く

 
郭
公
く
り
か
け
て
置
快
数
珠
-
毛
雨
（
六
行
会
下
・
1
夏
子
五
〇
）

 
掃
だ
め
を
捨
か
け
て
を
く
春
の
雪
-
許
六
（
韻
塞
上
・
W
正
月
四
二
）

 
明
ヶ
懸
て
お
く
三
次
の
戸
の
奇
麗
に
て
〔
付
句
〕
1
上
江
（
旅
袋
下
・
W
鶯
二
七
）

 
 
参
猫
に
障
子
の
明
か
け
て
あ
る
〔
付
句
短
〕
1
斗
秋
（
梅
香
至
上
二
二
）

 
杉
の
葉
を
出
し
か
け
て
置
ク
御
酒
屋
〔
付
句
〕
1
浪
化
 
（
浪
化
日
記
・
豆
風
月
五
〇
三
）

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

e
 
動
名
詞

 
解
か
け
に
し
て
子
の
寝
入
綜
〔
ち
ま
き
〕
哉
i
菊
泉
（
千
町
田
三
・
亜
仲
夏
一
〇
）

 
呑
か
け
の
茶
碗
か
～
え
て
端
居
か
な
一
海
山
（
曇
勝
十
・
三
三
七
）

 
お
さ
な
子
の
剃
か
け
髪
に
頭
巾
か
な
一
雪
月
（
残
花
集
三
・
八
五
）

他
動
詞
「
掛
け
る
」
が
単
独
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
 
「
A
が
・
B
を
・
C
に

・
掛
け
る
」
の
式
が
基
本
の
卜
形
に
な
る
は
ず
と
予
測
で
き
る
。
複
合
動
詞
（

…
し
か
け
る
）
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
三
要
素
と
の
関
連
を
中
心
に
観
察
を
進
め

る
。
例
題
は
先
ず
人
が
主
語
で
あ
る
も
の
を
広
く
拾
っ
て
A
に
置
き
、
 
「
か
け

る
」
が
実
義
（
原
義
に
近
い
用
法
）
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
1
項
と
し
た
。

な
お
物
に
関
す
る
擬
人
化
の
著
し
い
例
を
も
こ
れ
に
含
め
た
。
実
義
の
例
文
で

は
「
に
」
の
部
分
が
場
所
を
表
わ
す
名
詞
で
あ
る
と
き
、
と
り
わ
け
鮮
明
な
具

象
運
動
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
類
を
最
初
に
取
り
出
し
た
。
 
「
お
お
い
か

け
る
・
寄
せ
か
け
る
・
釣
り
か
け
る
」
は
複
合
の
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
 
「
か

け
る
」
の
意
義
用
法
は
全
く
本
来
の
通
り
で
あ
る
。
自
立
動
詞
「
掛
け
る
」
の

一
文
を
そ
れ
ぞ
れ
「
参
」
と
し
て
挙
げ
て
あ
り
、
原
註
の
相
同
は
一
見
し
て
自

明
で
あ
る
。
別
に
問
題
も
な
い
の
で
次
へ
移
る
。

 
2
部
の
諸
例
で
は
行
為
の
主
体
と
「
に
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
物
と
の
間
隔

が
多
少
と
も
開
い
て
お
り
、
「
場
所
」
と
い
う
よ
り
「
目
標
」
と
し
た
方
が
適
切

で
あ
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
「
か
け
る
」
の
表
意
も
転
移
す
る
形
勢
の
あ
る
の
が

看
取
せ
ら
れ
る
。
a
「
散
ら
し
か
け
る
」
の
一
群
で
は
な
お
原
義
の
ま
ま
の
用

法
、
参
照
に
引
い
た
句
が
原
句
と
符
合
す
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
知
ら
れ
る
。

し
か
し
「
掛
け
る
」
の
示
す
行
為
は
既
出
の
よ
う
な
具
象
運
動
と
は
少
し
違
っ

て
い
る
。
目
標
と
の
距
離
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
客
体
（
水
滴
な
ど
）
が
そ
の
性
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寒
期
具
象
の
点
で
小
差
を
見
せ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
b
へ
入
る
と
目
標

は
遙
か
に
遠
く
、
や
が
て
そ
れ
が
ぼ
や
け
て
い
る
。
動
詞
の
表
わ
す
行
為
は
む

し
ろ
具
体
化
し
て
い
る
の
に
、
 
「
か
け
る
」
の
抽
象
化
は
に
わ
か
に
甚
だ
し

く
、
こ
こ
で
漸
く
親
動
詞
（
掛
け
る
）
と
の
分
離
が
認
め
ら
れ
る
。
似
た
と
こ

ろ
の
あ
る
例
文
を
並
べ
て
み
て
も
、
符
節
を
合
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
結
果
に

は
な
ら
な
い
。
引
例
初
め
の
二
文
で
は
ま
だ
方
向
義
が
表
面
に
出
て
お
り
、
同

義
も
本
来
は
親
動
詞
か
ら
受
け
つ
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
参
考
に
添
え
た

「
掛
け
る
」
の
二
文
は
原
句
と
内
容
を
異
に
す
る
が
、
 
「
方
向
義
」
を
確
め
る

参
考
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
原
句
に
お
け
る
方
向
義

の
裏
か
ら
主
体
の
動
意
-
行
為
に
対
す
る
能
動
的
な
意
志
一
の
表
明
が
読
み
取

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
種
の
動
意
は
続
く
二
文
に
お
い
て
一
層
は
っ
き
り

と
表
面
化
し
、
 
「
馬
を
乗
り
か
け
る
」
 
「
砂
を
荷
い
か
け
る
」
の
「
か
け
る
」

は
意
志
の
表
明
を
主
、
方
向
指
示
を
従
に
し
て
い
る
。
恐
ら
く
目
標
を
明
示
し

な
い
原
句
の
表
現
か
ら
来
る
も
の
と
想
像
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
類
似
の
事

象
は
先
へ
行
っ
て
も
観
察
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
検
討
は
そ
れ
に
譲
り
、
い

ま
は
末
例
を
一
顧
す
る
だ
け
で
済
ま
せ
る
。
 
「
何
も
か
も
抜
か
ら
ぬ
む
こ
へ
投

げ
か
け
て
」
は
一
切
を
む
こ
委
せ
に
し
て
い
る
人
の
形
容
、
無
象
の
事
柄
で
あ

る
が
、
 
「
投
げ
か
け
る
」
は
原
義
か
ら
の
直
接
的
な
比
喩
用
法
と
考
え
て
、
便

宜
こ
の
個
所
に
置
い
た
。
文
中
「
に
」
の
要
素
に
は
人
（
む
こ
）
が
当
て
ら
れ

て
い
る
。
目
標
が
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
生
ず
る
変
化
は
問
題
と
し
た
い
の

で
、
部
を
別
に
次
で
考
え
る
。

 
第
3
部
の
a
に
は
「
言
う
・
借
り
る
・
見
せ
る
」
な
ど
に
関
す
る
例
が
拾
わ

れ
た
。
こ
れ
ら
は
人
を
与
格
（
に
客
語
）
に
取
る
代
表
的
な
動
詞
で
あ
り
、
そ

の
人
は
行
為
の
影
響
を
直
接
受
け
る
利
害
関
係
者
で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
 
「

に
」
の
部
分
の
主
張
は
文
中
お
の
ず
と
強
ま
る
こ
と
に
な
る
。
よ
く
知
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
 
「
か
け
る
」
と
の
関
連
も
あ
る
の
で
初
夜
を
引
い
て
一
考
す

る
。
 
「
こ
む
僧
の
も
の
言
い
か
け
る
（
枯
野
）
」
で
は
文
面
か
ら
与
格
客
語
が

消
え
て
い
る
。
作
者
自
身
が
そ
れ
に
当
た
り
、
自
明
の
こ
と
と
し
て
省
か
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
対
話
は
無
象
に
近
い
行
為
で
あ
る
の
に
、
隠
れ
た
こ
の
人
は
か

え
っ
て
は
っ
き
り
と
浮
き
あ
が
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
会
話
は
対
等
の
場
で
為

さ
れ
る
種
類
の
も
の
、
し
か
も
対
象
は
話
者
そ
の
人
で
あ
る
。
そ
の
う
え
対
格

客
語
（
も
の
）
は
特
に
軽
小
化
し
て
い
る
の
で
、
文
中
の
位
置
は
当
然
顕
著
に

な
る
の
だ
と
言
え
る
。
事
実
「
行
為
の
目
標
」
と
言
っ
た
の
で
は
間
接
に
過
ぎ

る
状
況
で
あ
る
。
に
わ
か
に
適
語
も
思
い
付
か
な
い
の
で
、
 
「
対
者
」
，
の
語
を

借
り
て
表
わ
す
こ
と
に
す
る
。
対
者
の
存
在
が
有
力
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
、
引
い
て
「
か
け
る
」
の
方
向
義
も
具
体
化
し
、
 
「
人
を
相
手
に
」
ほ
ど
の

対
向
応
接
の
意
が
表
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
後
続
の
立
文
を
読
み
合
せ
て
よ
く

分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
か
け
る
」
の
表
意
は
流
動
し
易
く
、
条
件
の

僅
か
な
違
い
で
微
妙
に
変
化
す
る
傾
向
の
あ
る
の
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
初
文
の
す

ぐ
脇
に
添
え
た
類
例
が
一
々
と
な
る
の
で
参
考
す
る
。
 
「
面
白
い
無
理
言
い
か

け
る
（
花
の
関
）
」
は
花
を
分
け
て
く
れ
と
言
い
出
た
こ
之
を
指
す
文
意
か
と

思
わ
れ
る
。
逐
語
の
原
義
は
不
明
で
あ
る
が
、
人
が
咲
か
せ
た
物
を
所
望
す
る

の
は
無
理
な
こ
と
、
そ
れ
を
作
者
は
「
関
」
に
例
え
た
の
だ
と
仮
定
す
る
。
そ

う
す
る
と
「
か
け
る
」
に
は
「
人
に
向
っ
て
」
の
意
ば
か
り
で
な
く
、
「
無
理

を
押
し
て
頼
ん
で
み
る
」
と
い
う
類
の
決
意
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
句
は
多
分
に
主
観
的
な
表
現
で
あ
る
。
 
「
面
白
い
」
、
「
無
理
」
、

さ
ら
に
「
花
の
関
」
は
単
な
る
客
観
の
記
述
で
は
な
い
。
引
い
て
全
文
が
情
意

表
現
に
傾
く
点
は
、
枯
野
の
句
と
比
べ
て
容
易
に
首
肯
せ
ら
れ
る
。
ど
う
も
客
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，
観
的
な
記
述
中
で
は
対
向
の
意
を
示
す
は
ず
の
「
か
け
る
」
が
、
主
情
を
述
べ

る
文
中
に
置
か
れ
る
と
、
主
体
の
動
意
-
行
動
へ
の
能
動
的
な
意
志
1
が
表
わ

れ
る
の
だ
と
予
測
せ
ら
れ
る
。
試
み
に
続
く
数
例
を
主
観
の
感
情
が
含
ま
れ
る

類
の
表
現
と
し
て
読
み
返
し
て
み
る
。
そ
れ
ら
の
「
か
け
る
」
に
も
ま
た
動
意

が
表
出
す
る
の
を
認
め
る
。
そ
し
て
後
半
の
例
文
で
は
そ
う
解
す
る
方
が
む
し

ろ
適
切
か
と
も
思
わ
れ
る
。
情
意
表
現
に
お
け
る
動
意
に
つ
い
て
は
あ
と
の
b

で
も
再
嫁
す
る
。
次
に
取
り
あ
げ
た
い
の
は
対
者
の
問
題
で
あ
り
、
た
ま
た
ま

事
例
の
一
つ
が
a
の
末
尾
に
見
え
る
の
で
引
用
す
る
。
 
「
（
花
衣
）
背
中
ば
か

り
を
見
せ
か
け
て
」
に
は
対
向
（
人
を
相
手
に
）
の
意
も
あ
る
が
、
主
体
の
動

意
（
誇
示
）
が
一
層
強
ま
っ
て
い
る
。
先
ず
気
付
く
点
は
対
者
が
特
定
の
個
人

で
な
く
一
般
多
数
の
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
対
者
の
存
在
が
有
力

に
な
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
指
向
歪
な
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
弱
化
す

れ
ば
同
義
も
当
然
転
化
す
る
は
ず
ど
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
対
向
の
義
は
弱
ま

る
と
し
て
も
、
主
体
の
意
志
が
表
出
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
見
せ

る
」
は
そ
の
原
義
か
ら
し
て
行
為
者
の
意
向
と
結
び
付
き
易
い
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
視
点
を
少
し
移
し
て
考
え
る
。
 
「
向
か
う
」
と
い
う
場
合
に
は
空
間
的
な

対
向
の
意
と
主
観
的
な
志
向
の
意
と
が
表
裏
の
二
面
を
成
し
て
い
る
。
 
「
向
か

う
」
と
類
義
に
使
わ
れ
る
「
か
け
る
」
に
お
い
て
も
こ
の
両
面
が
あ
り
、
も
し

空
間
義
が
押
え
ら
れ
れ
ば
主
観
義
は
お
の
ず
と
現
わ
れ
る
の
だ
と
説
明
し
た
方

が
妥
当
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
 
「
見
せ
か
け
る
」
は
独
自
に
展
開
し
、
特
殊
な

意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
成
語
、
主
体
性
の
さ
ら
に
濃
い
「
自
己
偽
装
」
の
意
に

転
用
せ
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
（
引
例
の
類
句
参
照
）
。
も
っ
と
一

般
的
な
動
詞
の
例
に
つ
い
て
対
者
の
こ
と
も
次
の
個
所
で
観
察
す
る
。

 
文
意
の
点
は
a
と
大
同
で
あ
る
が
、
対
者
（
与
格
）
と
客
体
（
対
格
）
と
が

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

事
実
上
一
致
し
、
そ
の
た
め
「
に
」
の
部
分
が
消
え
た
桝
形
を
こ
と
さ
ら
に
b

へ
移
し
た
。
独
立
の
対
者
が
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
 
「
か
け
る
」
の
対
向
義
も

薄
れ
る
は
ず
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
実
情
も
そ
の
通
り
と
見
ら
れ
る
。
結
果

は
し
か
し
a
で
観
測
し
た
と
こ
ろ
と
同
規
で
あ
る
。
繰
り
返
し
は
避
け
、
事
象

を
確
か
め
る
だ
け
に
通
り
過
ぎ
る
。
初
文
「
受
け
ら
れ
て
・
余
所
へ
行
く
か
と

1
恨
み
か
け
」
の
「
受
け
ら
れ
る
」
は
「
身
請
け
」
の
意
と
判
読
せ
ら
れ

る
。
相
手
は
は
っ
き
り
決
ま
っ
た
女
性
の
は
ず
で
あ
り
、
「
そ
の
人
に
向
っ
て

恨
み
言
を
言
う
」
と
取
る
の
も
も
と
よ
り
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
は

心
理
に
関
す
る
事
柄
な
の
で
、
 
「
か
け
る
」
も
情
意
の
表
現
、
 
「
詮
な
い
こ
と

を
口
説
い
て
み
る
」
と
読
ん
で
、
何
の
不
都
合
も
な
い
。
こ
の
辺
の
事
情
は
先

に
出
た
「
花
の
関
」
と
同
じ
で
あ
り
、
聖
意
の
表
明
は
こ
ち
ら
が
少
し
厚
い
と
し

て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
続
く
二
例
「
乗
せ
か
け
る
」
 
「
化
か
し
か
け

る
」
で
は
「
乗
せ
る
・
化
か
す
」
が
欺
く
意
、
「
か
け
る
」
の
方
に
は
主
体
の

芳
意
が
著
し
い
。
行
為
は
主
動
性
の
強
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
対
者
は
未
定

あ
る
い
は
不
定
の
人
称
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
関
係
も
ま
た

既
出
の
「
見
せ
か
け
る
」
と
よ
く
相
応
す
る
。
末
句
は
「
（
普
請
場
に
）
月
待

ち
か
け
ん
（
け
い
こ
舞
）
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
「
か
け
る
」
に
客
観
義
（
月

に
対
す
る
）
の
入
る
余
地
は
殆
ん
ど
な
く
、
た
だ
こ
の
人
の
意
向
を
述
べ
る
だ

け
の
働
き
、
 
「
待
ち
か
け
る
」
は
そ
の
ま
ま
「
待
ち
受
け
る
」
の
強
調
表
現
と

い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
動
勢
が
に
わ
か
に
固
定
す
る
の
は
、
 
「
待

つ
」
が
主
情
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
対
象
が
月
光
に
過
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
物
を
客
語
に
取
る
例
文
は
す
ぐ
次
の
4
部
で
再
検
す

る
。
そ
れ
へ
入
る
ま
え
に
3
部
で
の
観
察
を
摘
要
し
て
お
く
。
文
墨
「
に
」
の
部

分
に
人
が
来
る
と
、
強
ま
っ
て
与
格
客
語
の
性
格
を
帯
び
、
 
「
か
け
る
」
は
そ

（'141 ）



の
人
に
向
か
う
意
の
空
間
義
を
具
象
化
す
る
。
文
意
の
関
係
で
対
者
（
与
格
に

置
か
れ
た
人
）
が
不
定
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
客
体
と
合
一
す
る
場
合
、
 
「
か

け
る
」
の
空
間
義
は
弱
ま
り
、
動
意
の
表
出
が
強
ま
る
。
こ
の
傾
向
は
心
理
や

感
情
を
述
べ
る
表
現
で
顕
著
と
な
り
、
物
を
客
語
に
取
る
構
文
で
定
着
す
る
と

い
う
の
で
あ
っ
た
。

 
第
4
部
で
は
物
を
客
体
と
す
る
例
文
を
引
い
て
、
動
意
の
点
を
確
か
め
、
開

始
義
と
の
関
連
に
一
つ
の
手
懸
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
初
句
「
（
ど
れ
ど
れ

と
）
月
に
包
丁
鳴
ら
し
か
け
」
は
刃
を
整
え
る
た
め
に
包
丁
を
打
ち
合
わ
せ
た

こ
と
、
料
理
に
取
り
か
か
る
人
の
説
明
と
見
な
し
て
お
く
。
対
者
が
消
え
て
い

る
こ
と
は
、
 
「
月
」
を
そ
れ
に
仮
想
し
て
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
客
体
と
し
て

の
包
丁
は
印
象
鮮
明
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
さ
な
道
具
に
過
ぎ
ず
、
空
間
的
な

対
向
の
意
な
ど
に
は
思
い
も
寄
ら
な
い
。
 
「
包
丁
に
向
か
う
」
は
「
調
理
に
向

か
う
」
と
同
義
、
 
「
か
け
る
」
は
行
動
意
志
の
強
調
に
な
る
の
も
自
然
の
こ
と

で
あ
る
。
用
法
が
こ
こ
ま
で
抽
象
化
す
れ
ば
、
こ
れ
を
補
助
の
う
ち
に
含
め
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
立
場
も
あ
り
う
る
か
と
想
像
す
る
。
し
か
し
開
始

義
は
ま
だ
介
入
し
て
い
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。
既
出
の
諸
意
中
実
義
の
も
の

は
論
外
と
し
、
形
式
化
の
進
ん
で
見
え
る
3
部
b
を
通
覧
し
て
も
開
始
の
意
は

看
取
し
が
た
い
。
．
当
面
の
一
句
に
お
い
て
も
「
鳴
ら
す
」
を
上
記
の
よ
う
に
読

む
の
で
あ
れ
ば
、
「
か
け
る
」
は
意
志
を
表
わ
し
、
開
始
の
意
と
は
取
り
に

く
い
気
が
す
る
。
し
か
も
「
鳴
ら
す
」
を
例
え
ば
ま
な
板
の
音
と
見
る
場
合
、

事
情
が
少
し
変
わ
る
よ
う
に
思
う
の
は
余
り
に
も
主
観
的
な
変
差
で
あ
ろ
う

か
。
物
を
客
語
に
取
る
構
文
で
は
動
意
が
固
定
す
る
反
面
、
こ
ん
ど
は
着
手
と

の
区
別
が
不
分
明
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
続
く
二
文
「
（
こ
っ
そ
り
と
）
中
手

で
酒
を
造
り
か
け
」
 
「
（
つ
か
つ
か
と
）
渡
り
か
け
た
り
（
春
の
水
）
」
は
初

句
と
酷
似
す
る
表
現
、
動
意
は
文
申
に
明
白
で
あ
る
か
ら
、
 
「
か
け
る
」
を
決

意
と
見
て
何
の
不
自
然
も
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
三
句
は
下
っ
た
時
代
の
作
例
で

あ
り
鴇
そ
の
頃
に
は
当
然
補
助
用
法
も
進
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
単
純
な
開

始
の
用
法
と
見
る
の
に
こ
れ
ま
た
何
の
不
都
合
も
な
い
。
こ
と
に
第
三
の
「
渡

り
か
け
る
」
は
「
渡
り
初
め
る
」
意
の
常
用
語
と
も
見
ら
れ
、
疑
問
は
い
よ
い

よ
濃
厚
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
翻
っ
て
考
え
る
。
単
に
血
忌
内
で
の
実
証
に
過

ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
明
確
な
開
始
の
用
法
は
従
属
文
中
に
見
ら
れ
る
の
が
大
多

数
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
「
渡
り
か
け
る
」
の
一
例
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
つ
い
て

観
察
す
る
。
 
「
渡
り
か
け
て
ー
モ
の
花
の
ぞ
く
（
流
れ
）
」
は
応
仁
前
後
の
意

味
関
係
か
ら
「
渡
り
か
け
i
足
を
と
ど
め
一
水
草
を
見
た
」
事
実
が
く
み
取
ら

れ
る
。
つ
ま
り
証
文
で
行
為
の
開
始
、
主
文
で
そ
の
中
止
が
伝
え
ら
れ
る
表
現

で
あ
り
、
こ
の
種
の
類
形
が
補
助
用
例
の
最
も
多
数
を
占
め
る
。
一
方
当
面
4

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
言
い
切
り
の
形
は
そ
の
例
が
極
め
て
少
数
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
ら
は
開
始
の
用
法
と
決
め
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
4
の
残
る
二
つ
は

元
禄
の
俳
書
か
ら
引
用
し
た
。
か
く
言
い
切
っ
て
済
ま
し
て
あ
る
の
は
、
当
時

の
慣
用
が
大
よ
そ
定
ま
り
、
こ
れ
で
明
白
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て

そ
れ
が
動
意
か
着
手
か
は
判
然
と
し
な
い
。
何
れ
僅
か
な
相
違
で
あ
る
が
、
動

意
は
主
観
の
表
明
、
着
手
は
客
観
記
述
の
方
へ
と
傾
い
て
く
る
。
次
の
五
項
で

は
客
観
的
な
開
始
の
用
法
を
尋
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
前
に
志
向
表
現

と
の
差
を
確
か
め
て
お
く
た
め
、
引
例
最
後
の
一
文
と
そ
の
比
句
を
取
り
あ
げ

る
。
先
ず
原
句
の
方
は
「
（
夕
月
の
お
ぼ
ろ
に
）
び
わ
を
弾
き
か
け
て
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
開
始
（
弾
き
出
す
）
と
取
れ
ば
、
表
現
は
客
観
的
、
文

意
は
直
裁
簡
明
で
あ
る
。
動
意
（
心
を
決
め
て
弾
く
）
に
読
め
ば
、
主
情
の
表

現
と
な
り
、
原
意
は
む
し
ろ
こ
の
方
か
と
も
思
わ
れ
る
。
引
句
と
も
合
わ
せ
考
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え
る
。
 
「
誘
わ
れ
て
i
碁
打
ち
か
け
た
る
～
花
見
」
は
表
現
が
少
し
も
つ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ほ
ぐ
し
な
が
ら
解
釈
す
る
。
先
ず
上
二
つ
の
部
分
に

主
眼
を
置
き
、
 
「
誘
わ
れ
た
の
で
1
碁
を
打
つ
気
に
な
っ
た
」
と
見
る
。
そ

う
す
る
と
「
花
見
」
は
そ
の
時
期
や
場
所
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
次
に
あ
と
の

二
要
素
を
中
心
に
し
て
考
え
る
と
、
 
「
打
ち
か
け
た
碁
も
や
め
て
馬
花
見
に
誘

い
出
さ
れ
た
」
の
意
に
落
ち
着
く
は
ず
で
あ
る
。
始
め
の
よ
う
に
言
い
切
り
と

見
る
読
み
に
は
意
志
の
導
入
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
あ
と
の
よ
う
に
言
い
継
ぎ

と
取
る
解
に
は
動
意
が
は
さ
ま
り
に
く
い
点
に
注
目
す
る
。

 
こ
れ
ま
で
実
義
の
用
法
を
追
い
進
ん
で
動
意
の
問
題
に
行
き
当
っ
た
。
あ
と

は
直
ぐ
に
開
始
の
用
法
へ
接
続
す
る
実
状
で
あ
り
、
そ
の
間
の
消
息
は
誠
に
不

分
明
で
あ
る
。
動
意
は
当
然
に
着
手
の
意
を
内
包
し
、
着
手
は
ま
た
次
に
述
べ

る
類
の
中
止
と
い
う
条
件
で
規
定
せ
ら
れ
、
 
「
か
け
る
」
は
そ
れ
独
自
の
開
始

義
を
表
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。

 
∬
項
に
は
開
始
の
意
を
表
わ
す
と
見
ら
れ
る
例
文
を
引
い
た
。
述
部
用
言
が

言
い
切
り
の
形
を
取
る
例
が
少
く
、
表
意
も
志
向
と
明
確
な
区
別
が
付
か
な
い

の
で
、
1
4
に
含
め
る
趣
意
は
既
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
残
る
言
い
継
ぎ
の

例
文
で
は
「
着
手
＋
中
止
」
を
暗
示
ま
た
は
明
示
す
る
性
格
が
一
貫
し
て
お
り
、

そ
の
点
を
再
検
し
な
が
ら
気
付
い
た
一
・
二
の
点
を
言
い
加
え
る
。
幸
い
「
折

り
か
け
る
」
の
諸
例
が
そ
れ
ら
の
点
を
一
応
指
摘
す
る
の
で
、
最
初
に
取
り
出
し

て
1
部
に
置
き
、
一
般
動
詞
に
関
す
る
も
の
は
2
部
へ
一
括
し
た
。
観
察
は
1

部
に
限
り
、
2
部
へ
の
言
及
は
必
要
だ
け
に
と
ど
め
た
。
初
句
「
折
り
か
け
て

・
ま
た
枝
変
え
る
（
ツ
バ
キ
）
」
で
は
上
の
部
分
で
動
作
の
始
発
、
あ
と
の
部

分
で
そ
の
中
止
が
告
げ
ら
れ
て
お
り
、
類
似
の
条
件
は
先
の
「
渡
り
か
け
て
」

（
1
4
第
3
比
）
で
観
察
済
み
、
学
説
は
避
け
る
。
 
「
か
け
る
」
が
連
用
接
続

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

の
形
を
見
せ
る
こ
の
種
の
類
形
は
頻
度
が
最
も
高
く
、
2
a
の
一
般
動
詞
に
関

す
る
例
文
に
つ
い
て
は
た
だ
貞
享
・
元
禄
に
限
っ
て
抄
出
し
た
。
そ
れ
で
も
数

は
多
す
ぎ
る
の
で
あ
る
が
、
主
従
両
文
の
意
味
関
係
に
親
疎
の
差
が
認
め
ら
れ

る
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
残
し
た
。
 
「
開
始
-
申
止
」
の
性
格
は
何
れ
に
お
い

て
も
大
同
、
吟
味
は
省
略
す
る
。
仮
に
こ
の
形
が
補
助
用
法
の
基
本
形
と
言
い

う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
面
-
の
第
二
句
「
折
り
か
け
て
・
折
ら
ず
に
行
き

し
」
、
類
例
「
折
り
か
け
て
・
捨
て
る
枝
あ
り
」
の
よ
う
に
行
為
の
否
定
や
断

念
を
明
示
す
る
表
現
は
補
助
用
法
の
素
朴
形
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
述
部
用
言
が
連
体
の
形
を
取
る
場
合
で
も
事
．
情
は
殆
ん
ど
変
ら
な
い
。
例

え
ば
第
三
「
折
り
か
け
た
枝
の
も
1
開
く
」
を
初
句
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
前

後
二
文
の
関
係
に
は
似
た
点
の
あ
る
の
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
第
三
及
び
類
例

の
よ
う
な
表
現
を
読
み
返
す
と
、
「
か
け
る
」
の
中
に
中
止
の
意
ま
で
含
ま
れ

よ
う
と
す
る
気
配
の
濃
厚
な
こ
と
を
感
ず
る
（
参
照
2
b
）
。
こ
の
傾
向
は
次

句
で
一
層
明
確
、
疑
い
の
な
い
も
の
と
な
る
。
 
「
折
り
か
け
て
あ
る
桜
」
は

「
折
り
か
け
た
ま
ま
の
桜
」
、
も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
 
「
半
ば
折
ら
れ
て

な
お
幹
に
付
い
て
い
る
桜
」
の
意
で
あ
る
。
他
の
条
件
に
よ
ら
ず
、
 
「
か
け

る
」
自
身
が
中
止
の
意
を
表
わ
す
と
見
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
…

し
か
け
て
お
く
」
も
こ
れ
と
よ
く
似
た
成
句
で
あ
る
が
、
 
「
お
く
」
の
表
意
が

変
動
す
る
の
で
、
事
情
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
1
の
末
期
「
（
し
か
ら
れ
て
）

折
り
か
け
て
・
お
く
（
桜
）
」
の
「
お
く
し
，
は
断
念
・
放
棄
の
意
、
参
考
に
挙

げ
た
「
書
き
か
け
た
絵
筆
を
置
い
て
（
一
工
夫
）
」
と
類
義
の
用
法
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
第
二
句
で
述
べ
た
素
朴
表
現
の
一
形
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
。
 
「
置
く
」
に
は
別
に
一
層
抽
象
化
し
た
「
放
置
」
の
用
法
が
あ

り
、
従
っ
て
「
…
し
か
け
た
ま
ま
に
捨
て
て
お
く
」
と
読
ま
れ
る
例
を
も
散
見
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す
る
。
「
折
る
」
以
外
の
動
詞
に
関
す
る
例
が
2
d
に
引
か
れ
て
あ
り
、
初
め

の
二
文
は
中
止
、
あ
と
二
例
は
放
置
と
読
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
補
助
用
言
の

二
個
が
直
接
す
る
こ
の
種
の
表
現
は
時
に
不
分
明
、
．
こ
こ
の
判
読
に
も
疑
い
が

残
る
。
例
題
A
の
最
後
（
H
2
e
）
に
は
「
し
か
け
る
」
が
動
名
詞
化
し
た
例

．
を
追
記
し
て
い
る
。
末
文
「
幼
子
の
そ
り
か
け
髪
に
頭
巾
か
な
」
は
子
供
が
む

ず
か
り
だ
し
た
の
で
、
母
親
が
途
中
で
そ
り
や
め
た
髪
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ

ろ
う
。
補
助
用
法
の
最
も
展
開
し
た
一
形
で
あ
る
が
、
中
断
の
意
は
消
え
な
い

こ
と
を
言
い
添
え
る
。

 
例
題
A
に
は
主
と
し
て
人
を
主
語
に
取
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
例
が
掲
げ

ら
れ
た
。
い
ま
辛
く
も
そ
の
観
察
を
終
り
、
次
は
物
に
関
す
る
例
文
へ
移
る
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
事
例
の
う
ち
擬
人
化
の
著
し
い
も
の
は
既
に
A
へ
含
め
、

天
象
・
気
象
を
述
べ
る
一
群
は
例
題
B
の
た
め
に
と
取
り
置
い
て
あ
る
の
で
、

残
る
純
粋
な
事
物
に
関
す
る
も
の
は
誠
に
僅
少
で
あ
る
。
 
「
物
が
物
を
物
に
掛

け
る
」
こ
と
は
希
で
あ
る
か
ら
、
実
義
の
用
法
は
珍
し
い
の
だ
と
し
て
も
、
補

助
の
例
文
が
ま
た
僅
か
で
あ
る
。
独
立
の
例
題
は
立
た
な
い
の
で
、
直
接
こ
こ

へ
引
用
し
て
、
お
よ
そ
次
の
程
度
で
あ
る
。

 
 
 
味
ら
し
ふ
濱
の
相
場
の
ひ
ね
り
か
け
〔
付
句
〕
1
如
舳
 
（
一
七
八
二
 
桜
の
許
し
四
・
四

 
 
 
 
〇
六
）

 
 
 
初
夢
の
果
報
漸
め
く
り
か
け
〔
付
句
〕
i
眉
峰
 
（
一
八
五
八
 
初
時
雨
下
・
X
有
明
五
）

 
 
 
薬
さ
へ
利
か
す
痂
氣
の
き
き
し
か
け
〔
付
句
〕
一
可
柳
 
（
一
八
一
五
 
残
花
集
八
・
二
一

 
 
 
 
二
）

引
証
の
数
は
少
い
け
れ
ど
も
、
性
格
は
著
し
く
人
の
目
を
射
る
。
何
れ
も
「
し

か
け
る
」
で
言
い
切
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
へ
主
体
の
天
意
を
当
て
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
土
ハ
に
単
純
な
開
始
を
表
わ
し
、
し
か
も
休
止
し
そ
う
な
様
子
は
な

い
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
先
ほ
ど
ま
で
た
ど
た
ど
と
歩
い
た
の
は
迷
路
に
過
ぎ

ず
、
別
に
存
す
る
正
し
い
道
を
見
落
し
て
き
た
か
の
不
安
や
当
惑
を
感
ず
る
。

し
か
し
上
記
の
三
文
は
特
例
で
あ
ろ
う
。
後
世
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
付
載
し

た
年
紀
が
告
げ
る
。
表
現
は
自
由
な
日
常
会
話
体
に
基
づ
く
こ
と
も
内
容
や
文

調
か
ら
察
知
せ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
用
法
が
一
転
し
た
後
の
口
語
に
お
け
る
い
わ

ば
特
例
で
あ
ろ
う
。
実
例
を
追
う
間
に
主
と
な
っ
た
先
入
で
あ
る
。
や
は
り
そ

れ
に
固
執
し
て
、
 
「
か
け
る
」
の
開
始
義
は
人
に
関
す
る
貴
意
の
用
法
か
ら
展

開
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
た
だ
そ
の
推
移
の
方
向
に
二
種
あ
り
、
一
つ
は
中

止
を
内
蔵
す
る
開
始
の
意
で
人
に
当
用
せ
ら
れ
、
一
つ
は
単
純
な
開
始
義
で
物

に
ま
で
延
用
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
し
て
両
者
は
河
水
の

表
面
と
内
面
の
如
く
に
廻
流
し
、
た
ま
た
ま
潜
流
が
上
記
三
文
の
形
で
現
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
。
今
日
補
助
用
法
の
「
か
け
る
」
は
必
ず
し
も
人
に
限
ら

ず
、
必
ず
し
も
申
止
を
予
定
せ
ず
し
て
通
用
す
る
。
こ
れ
は
か
っ
て
の
内
流
が

表
面
に
出
た
の
だ
と
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
人
に
関
す
る
「
か
け
る
」
の
用
法
を
考
え
な
が
ら
、
 
「
か
か
る
」
と
の
対
比

は
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
両
形
は
独
自
の
性
格
を
示
し
、
平
行
し
て

交
差
す
る
場
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
「
か
か
る
」
の
用
例
は
本
誌
の
第
四
号
に

掲
載
せ
ら
れ
た
。
そ
の
A
の
部
分
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
両
者
平
行
の
事
実
は

認
容
せ
ら
れ
る
か
と
思
う
。
一
方
物
を
主
語
と
す
る
例
文
に
お
い
て
は
事
情
が

す
っ
か
り
逆
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
単
純
な
開
始
義
を
見
せ
、
用
法
は
極
め
て
接

近
す
る
。
特
例
と
名
付
け
た
先
の
三
個
と
「
か
か
る
」
の
B
皿
と
を
読
み
比
べ

れ
ば
、
数
の
多
少
は
別
に
し
て
、
酷
似
の
跡
は
著
し
い
。
次
の
例
題
B
へ
移
る

と
、
二
形
の
対
照
を
む
し
ろ
観
察
の
主
点
と
す
る
。
両
者
類
似
の
検
討
も
そ
の

個
所
へ
送
る
。
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例
題
B
 
天
象
気
象

 
-
 
実
義
の
用
法

 
 
 
 
 
 
 
ト
ン

 
 
 
 
月
の
出
に
働
と
は
風
の
落
し
懸
〔
付
句
〕
1
子
珊
（
続
別
座
敷
上
・
H
藤
棚
＝
二
）

 
 
 
 
 
比
 
落
か
、
る
月
影
白
し
梨
の
は
な
1
素
丸
（
蓑
笠
上
・
豊
春
句
六
〇
）

 
 
 
 
吹
か
け
る
雨
を
横
ぎ
る
ほ
充
る
か
な
i
北
海
（
竹
芝
・
鴨
追
加
一
三
）

 
 
 
 
 
比
 
降
か
～
る
雪
ふ
る
ふ
馬
の
あ
は
れ
也
-
蓑
笠
（
三
つ
の
顔
・
X
冬
句
一
八
）

 
 
 
 
稲
妻
や
あ
る
時
瀧
に
む
す
ひ
か
け
1
巴
愈
（
三
千
化
人
・
一
一
〇
）

 
 
 
 
 
比
 
稲
妻
の
こ
ほ
れ
か
～
る
や
岡
の
松
-
楚
琉
（
高
等
・
毒
忌
句
一
一
）

 
 
 
 
春
風
の
ま
く
し
か
け
た
る
小
雪
哉
-
桂
五
（
法
法
華
経
四
・
春
雪
二
）

 
 
 
 
 
比
 
川
石
に
ま
く
れ
か
～
り
し
落
葉
か
な
1
遊
子
（
柞
原
四
・
1
蕩
蕩
二
二
）

 
皿
 
補
助
の
用
法

 
 
-
 
一
般
現
象

 
 
 
 
つ
ミ
か
け
る
雪
吹
ち
ら
す
そ
ハ
へ
雨
〔
付
句
〕
i
松
花
 
（
一
八
一
五
 
残
花
集
九
・
二
九

 
 
 
 
 
 
二
）

 
 
 
 
 
比
 
淡
雪
や
た
ま
り
か
～
れ
ば
日
が
く
る
㌧
一
可
楽
（
一
六
九
七
 
菊
香
・
豆
冬
一
五
）

 
 
 
 
回
す
り
と
出
か
け
る
月
も
く
れ
近
ふ
〔
付
句
冒
i
楚
白
 
（
一
七
八
二
 
桜
の
許
し
五
・
三

 
 
 
 
 
 
二
二
）

 
 
 
 
 
比
 
し
ら
く
と
月
の
出
か
、
る
峯
の
華
〔
付
句
〕
一
団
友
 
（
一
六
九
九
 
茶
草
子
・

 
 
 
 
 
 
皿
野
馬
一
七
）

 
 
 
 
三
井
の
鐘
響
き
て
月
も
傾
〔
か
た
〕
き
か
け
〔
付
句
〕
1
風
也
 
（
一
七
九
八
 
文
月
影
集

 
 
 
 
 
上
二
七
）

 
 
 
 
比
 
山
の
端
に
日
は
入
か
、
る
油
費
〔
付
句
〕
一
友
琴
 
（
一
六
九
一
 
西
雲
下
・
豆
桜

 
 
 
 
 
 
 
一
一
）

 
 
 
 
消
か
け
し
虹
の
日
裏
の
柳
か
な
1
三
明
（
一
八
四
六
 
花
標
・
皿
諸
句
三
六
）

 
 
 
 
比
 
消
か
～
る
虹
の
根
に
卜
う
つ
ら
哉
一
丘
芝
（
一
七
〇
二
 
東
西
夜
話
中
・
二
〇
三
）

 
 
 
山
水
も
ぬ
る
ミ
か
け
て
や
は
ツ
桜
-
蓬
戸
（
一
七
八
九
 
桜
浄
土
下
・
1
名
録
九
八
）

 
 
 
 
比
 
ぽ
い
や
り
と
和
キ
〔
や
わ
ら
ぎ
∪
か
～
る
花
く
も
り
〔
付
句
〕
‘
一
如
儂
 
（
一
六
九

 
 
 
 
 
 
九
 
小
弓
・
W
細
部
二
七
一
）

俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

2
 
暮
れ
か
け
る
'

 
 
く
れ
か
け
る
日
に
吹
よ
せ
る
落
葉
哉
-
千
寿
 
（
一
八
三
七
 
千
町
田
五
・
1
年
冬
二
六
）

 
 
 
比
 
渡
し
場
に
日
出
つ
る
く
と
暮
か
～
り
〔
付
句
〕
一
藤
吾
 
（
一
七
〇
〇
 
雪
月
花

 
 
 
 
 
上
・
w
恋
連
五
五
）

 
 
暮
か
け
る
ほ
ろ
く
雨
や
暗
蛙
一
流
芝
（
一
八
四
三
 
花
千
部
・
亙
諸
句
四
二
五
）

 
 
 
比
 
く
れ
か
～
る
空
に
つ
め
た
き
横
あ
ら
れ
〔
付
句
〕
1
露
荷
 
（
一
六
八
七
成
 
句
饅

 
 
 
 
 
別
・
一
二
六
）

 
 
暮
か
け
た
山
や
き
な
か
ら
お
ほ
ろ
月
一
霞
汲
（
一
八
一
五
 
残
花
集
七
・
二
〇
一
）

 
 
 
比
 
暮
か
～
る
山
は
鳥
に
雪
の
華
-
支
考
（
一
七
〇
一
 
そ
こ
の
花
上
・
1
夕
顔
二
五
）

 
 
し
ツ
か
さ
の
窓
も
次
第
に
暮
か
け
て
〔
付
句
〕
一
路
悠
 
（
一
八
一
五
 
残
花
集
九
・
七
）

 
 
 
比
 
暮
か
～
る
障
子
を
や
は
り
明
て
置
〔
付
句
〕
一
和
木
 
（
一
七
〇
三
 
霜
光
上
・
三

 
 
 
 
 
七
〇
）

3
 
（
付
記
）
暮
・
掛
け
て

 
 
露
し
く
れ
歩
鵜
〔
か
ち
う
〕
に
出
る
暮
か
け
て
〔
付
句
∪
一
荷
汚
 
（
荒
野
外
・
1
帰
雁
二

 
 
 
 
七
）

 
 
 
参
 
寒
聲
や
夕
月
か
け
て
油
費
-
角
巾
（
東
華
集
中
・
二
＝
）

、
 
暮
か
け
て
暗
盛
り
た
る
ほ
と
～
ぎ
す
〔
付
句
〕
一
史
邦
（
小
文
庫
上
・
W
桜
見
二
一
）

 
 
 
参
 
千
鳥
暗
あ
か
つ
き
か
け
て
帆
山
寺
一
〔
・
・
〕
 
（
東
西
夜
話
申
・
二
三
一
）

 
 
松
陰
に
的
場
の
聲
の
暮
掛
て
〔
付
句
）
一
団
友
（
新
百
韻
・
二
九
）

 
 
 
参
 
動
突
〔
ど
う
づ
き
〕
の
有
明
か
け
て
鳴
り
渡
り
〔
付
句
∪
一
桃
隣
 
（
陸
奥
千
鳥
二

 
 
 
 
 
・
1
夜
雨
五
）

 
例
題
B
に
は
天
象
気
象
に
関
す
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
例
を
引
き
、
 
「
か

か
る
」
の
類
形
を
「
比
」
と
し
て
添
え
た
。
本
誌
前
号
「
か
か
る
の
用
法
」
に

は
こ
の
種
の
事
例
を
保
留
し
て
い
る
の
で
、
追
補
の
意
を
も
含
め
る
。
最
初
の

1
項
に
は
実
義
の
用
法
と
見
ら
れ
る
四
組
を
掲
げ
、
初
め
の
一
組
を
基
に
し
て

全
般
的
な
推
測
を
加
え
る
。
原
「
（
ど
っ
と
は
）
風
の
落
と
し
か
け
」
、
比
「
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落
ち
か
か
る
月
影
（
白
し
）
」
の
「
か
け
る
」
 
「
か
か
る
」
は
方
向
義
で
使
わ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
風
と
光
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
述
べ
る
現
象
は
類

似
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
を
表
わ
す
の
に
一
方
で
は
他
動
詞
「
落
と
す
」
、

他
方
で
は
自
動
詞
「
落
ち
る
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
と
対
応
す
る
よ
う
に
「
か

け
る
」
と
「
か
か
る
」
が
言
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
続
く
三
組
に

お
い
て
も
変
ら
ず
、
偶
然
と
す
る
よ
り
は
何
か
理
由
が
あ
る
と
見
た
方
が
穏
当

で
あ
る
。
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
超
人
称
表
現
 
（
一
日
℃
①
議
o
u
巴
⑦
図
胃
。
。
。
コ

。。

黶
Z
ロ
）
と
呼
ば
れ
る
事
象
で
あ
る
。
古
代
人
に
は
超
人
格
的
な
存
在
を
認
め
よ

う
と
す
る
心
理
態
度
が
あ
り
、
言
葉
に
も
そ
の
態
度
か
ら
出
た
表
現
形
式
が
あ

っ
た
と
説
か
れ
る
。
こ
の
説
を
い
ま
挙
げ
た
例
文
に
引
き
当
て
て
み
る
。
 
「
風

落
と
す
」
は
か
か
る
未
知
の
動
因
を
主
語
に
取
る
構
文
、
 
「
風
」
は
客
語
、

「
落
と
す
」
は
他
動
詞
、
つ
ま
り
「
一
が
・
風
を
・
落
と
す
」
の
内
意
だ
っ

た
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
種
の
古
代
意
識
は
早
く
失
わ
れ
、

新
し
い
主
体
の
認
識
が
生
じ
た
の
で
、
表
現
様
式
も
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
後

者
を
先
の
形
式
と
対
照
し
て
人
称
表
現
（
℃
⑦
屋
。
口
巴
賃
胃
。
。
。
巴
8
）
と
呼
ん

で
い
る
。
例
え
ば
「
風
落
と
す
」
の
場
合
、
現
象
の
主
体
は
風
で
あ
る
か
ら
、

「
風
が
・
落
と
す
」
の
意
識
と
分
析
が
現
わ
れ
、
引
い
て
「
落
と
す
」
が
そ
の

ま
ま
自
動
詞
化
す
る
に
至
っ
た
と
す
る
の
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
轡
形

が
そ
の
ま
ま
保
た
れ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
方
自
動
詞
を
用
い
た
「
風

が
1
立
つ
・
起
こ
る
・
当
た
る
」
の
類
が
自
由
に
登
場
す
べ
き
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
例
題
引
用
の
比
句
「
落
ち
か
か
る
月
影
」
は
人

称
表
現
の
一
種
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
種
の
現
象
を
記
す
の
に
二
様
式
が

あ
り
、
原
句
の
方
は
古
い
形
の
継
承
、
長
句
の
方
は
新
し
い
形
の
当
用
と
言
い

直
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
一
つ
別
に
臆
測
を
加
え
た
'
い
。
古
代
人
の
自

覚
が
近
代
化
し
た
の
は
古
い
時
代
の
こ
と
と
言
わ
れ
馬
我
国
に
お
い
て
も
そ
れ

は
同
様
で
あ
っ
た
と
想
号
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
転
換
が
初
ま
っ
て
以
後
も

超
人
格
的
な
存
在
認
識
は
、
た
と
え
無
自
覚
に
し
ろ
、
意
外
に
長
い
間
持
ち

続
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
証
跡
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
で

あ
れ
ば
、
 
「
落
と
し
か
け
る
」
を
単
に
古
代
成
句
の
残
存
と
見
る
だ
け
で
な

く
、
生
き
た
意
識
か
ら
生
じ
た
表
現
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
「
落
と
す
」
に
は
他
動
詞
的
な
語
感
が
強
く
伴
う
こ
と
は
疑
い
え
な

い
。
か
か
る
語
意
識
の
故
に
「
か
け
る
」
が
呼
応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う

の
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
他
動
詞
の
問
題
に
関
連
し
て
引
例
の

第
二
に
言
及
す
る
。
 
「
吹
き
か
け
る
雨
を
横
ぎ
る
ホ
タ
ル
」
で
は
「
雨
が
ホ
タ

ル
に
（
を
）
吹
き
か
け
る
」
の
形
、
 
「
ホ
タ
ル
」
は
客
語
と
い
う
に
極
め
て
近

い
。
本
来
「
風
吹
く
・
雨
降
（
振
）
る
」
も
超
人
称
の
表
現
と
仮
定
す
れ
ば
、

例
文
は
人
称
化
し
た
形
で
あ
る
こ
と
を
断
わ
る
ま
で
も
な
い
。
構
文
が
転
じ
た

あ
と
も
述
部
用
言
は
な
お
他
動
詞
の
働
き
を
示
す
こ
と
に
注
目
す
る
。
 
「
風
が

一
木
を
吹
く
（
谷
を
お
ろ
す
）
」
「
波
が
一
も
く
ず
を
引
く
（
岸
を
打

つ
）
」
な
ど
も
参
照
せ
ら
れ
る
。
日
本
語
の
気
象
表
現
に
は
前
か
ら
不
審
を
懐

き
、
当
面
の
例
題
は
こ
と
に
鋭
い
形
で
そ
れ
を
提
起
す
る
の
で
、
試
案
を
述
べ

た
。
批
判
を
待
ち
、
ま
た
再
考
を
期
し
た
い
。

 
正
項
に
は
単
一
な
開
始
義
を
見
せ
る
「
か
け
る
」
の
用
例
を
取
り
、
 
「
か
か

る
」
の
類
例
と
合
わ
せ
観
察
す
る
。
初
句
原
「
積
み
か
け
る
雪
（
吹
き
散
ら
す

そ
ば
え
雨
）
」
、
比
「
淡
雪
や
た
ま
り
か
か
れ
ば
（
日
が
暮
る
る
）
」
は
前
項

の
諸
差
に
対
応
す
る
文
形
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
い
ま
論
外
と
す
る
。
こ
こ

で
「
か
か
る
」
は
も
ち
ろ
ん
、
 
「
か
け
る
」
も
単
な
る
始
発
の
意
に
判
読
せ
ら

れ
る
。
両
者
の
表
意
は
少
し
違
っ
て
い
る
の
を
感
ず
る
け
れ
ど
も
、
末
尾
の
一
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文
で
こ
の
点
に
言
及
す
る
。
第
二
句
（
出
か
け
る
月
・
月
の
出
か
か
る
）
以
下

の
田
文
で
は
用
法
が
い
よ
い
よ
接
近
し
、
第
2
部
の
「
暮
れ
か
け
る
」
 
「
暮
れ

か
か
る
」
は
も
う
全
同
と
見
な
し
て
よ
い
実
状
で
あ
る
。
中
止
を
予
想
し
な
い

開
始
義
を
発
生
す
れ
ば
、
 
「
か
け
る
」
も
「
か
か
る
」
と
合
一
す
る
の
は
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
展
開
が
両
形
同
時
に
平
行
し
て
進
ん
だ
の
で
は

な
く
、
前
後
の
ず
れ
が
あ
っ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
天
然
現
象
の
始
発
を
表
わ

す
「
か
け
る
」
の
例
文
は
元
禄
の
俳
書
か
ら
は
容
易
に
得
ら
れ
ず
、
気
付
い
た

の
は
す
べ
て
「
か
か
る
」
の
形
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
部
は
引
例
へ
「
比
」
と

し
て
添
え
た
。
後
期
へ
入
っ
て
漸
く
「
か
け
る
」
を
認
め
、
年
次
の
下
る
と
と

も
に
頻
度
を
増
し
、
遂
に
は
「
か
か
る
」
を
押
え
る
形
勢
に
あ
る
こ
と
が
大
よ

そ
に
看
取
せ
ら
れ
る
。
第
2
部
に
お
い
て
も
事
情
は
同
一
、
形
跡
は
一
層
顕
著

で
あ
る
。
 
「
暮
れ
か
か
る
」
は
初
め
か
ら
頻
出
、
偶
見
す
る
「
暮
れ
か
け
る
」

は
後
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
類
似
の
形
で
「
暮
か
け
て
」
と
い
う
の
は

古
く
か
ら
散
見
す
る
。
こ
れ
は
し
か
し
「
暮
へ
揖
け
て
」
の
表
現
、
「
掛
け
て
」

は
時
間
の
継
続
接
近
を
表
わ
す
用
法
、
 
「
暮
」
は
名
詞
と
判
断
せ
ら
れ
る
。
一

種
の
慣
用
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
「
掛
け
る
」
の
実
義
は
少
し
残
さ
れ
て
い

る
。
 
一
方
で
か
か
る
成
句
の
行
わ
れ
る
事
実
は
他
方
で
単
純
始
発
の
「
暮
れ
か

け
る
」
が
ま
だ
一
般
化
せ
ず
、
少
く
と
も
文
章
語
と
し
て
普
通
で
な
か
っ
た
こ

と
を
示
す
傍
証
と
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
逆
に
後
期
へ
入
る
と
「
暮
掛
け

て
」
は
衰
微
す
る
反
面
、
 
「
暮
れ
か
け
る
」
の
開
始
用
法
が
活
発
と
な
る
。
そ

の
事
情
の
一
班
は
2
部
の
引
例
か
ら
も
察
知
せ
ら
れ
る
。
 
「
暮
れ
か
け
て
」
の

形
は
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
は
文
意
の
偶
然
か
ら
連
用
形
に
置
か
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
、
一
証
を
宋
例
と
し
て
掲
げ
た
。
こ
の
辺
の
「
か
け
る
」
は
純
粋

な
始
発
義
を
示
す
だ
け
で
あ
り
、
補
助
用
法
と
し
て
の
一
つ
の
極
点
と
言
っ
て

…
俳
譜
に
お
け
る
「
…
し
か
け
る
」
の
用
法

よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
最
後
の
3
に
は
「
…
し
か
け
る
」
と
直
接
関
係
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
 
「
暮

掛
け
て
」
の
少
数
を
た
だ
参
考
に
と
付
記
し
た
。
 
「
時
（
所
）
掛
け
て
」
は
当

時
の
常
用
、
紛
れ
の
な
い
名
詞
に
続
く
形
を
や
は
り
元
禄
の
俳
書
か
ら
抜
い
て

参
照
と
し
た
。
 
「
暮
か
け
て
」
は
不
分
明
な
ま
た
疑
い
の
置
か
れ
る
形
で
あ
る

が
、
原
参
対
読
し
て
そ
の
用
法
が
推
測
で
き
る
か
と
思
う
。

 
「
…
し
か
け
る
」
の
開
始
義
は
人
に
関
す
る
動
意
・
志
向
の
用
法
か
ら
派
生

し
、
二
方
向
へ
推
移
し
た
と
い
う
仮
説
を
例
題
A
の
結
び
と
し
た
。
一
つ
は
中

止
を
予
定
し
て
人
に
用
い
ら
れ
る
開
始
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
A
で
概
観
し
た
。

一
つ
は
単
純
な
始
発
義
を
表
わ
し
、
事
物
に
ま
で
延
用
せ
ら
れ
る
方
向
で
あ

り
、
当
面
の
事
例
も
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。
気
象
な
ど
に
動
意
を

予
想
す
る
の
は
お
か
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
風
雨
魚
雷
を
主
体
と
す
る
意
志
の

表
現
は
必
ず
あ
っ
た
は
ず
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
試
み
に
B
I
の
四
文
を
単
に
空
間

運
動
を
示
す
記
述
と
の
み
見
な
い
で
、
主
体
の
専
意
も
含
ま
る
も
の
と
し
て
読

み
返
す
。
そ
の
方
が
一
層
適
切
と
感
ず
る
例
文
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
個
所
で
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
皿
1
初
句
の
「
積
み
か
け
る
雪
」
に
さ
え
動
意

が
こ
も
る
か
と
疑
わ
れ
る
。
し
か
し
対
象
は
天
空
に
過
ぎ
な
い
。
動
意
も
意
志

も
速
か
に
客
観
的
な
始
発
義
へ
と
移
る
の
も
ま
た
自
然
の
勢
い
で
あ
ろ
う
。
こ

う
見
て
く
る
と
、
 
「
…
し
か
け
る
」
の
開
始
義
展
開
に
は
天
象
や
事
物
に
関
す

る
用
法
が
大
き
く
影
響
し
た
か
と
も
推
測
せ
ら
れ
る
。
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