
芭
蕉
俳
句
の
構
文
と
表
意

客
語
の
主
体
化
に
つ
い
て

山

回

、
四

郎

 
初
め
に
観
察
の
範
囲
、
主
眼
、
方
法
な
ど
を
摘
記
す
る
。
客
語
を
持
つ
他
動

詞
の
例
、
「
A
は
・
B
を
・
i
す
る
」
の
形
は
芭
蕉
の
句
に
も
数
多
ぐ
現
わ
れ

る
。
そ
の
中
か
ら
少
数
を
引
き
、
構
文
と
表
意
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
、
客
語

（
B
）
が
主
位
に
立
つ
事
情
と
い
う
の
を
観
察
の
主
点
之
す
る
。
な
お
若
し
引

例
と
字
句
に
異
同
の
あ
る
別
意
が
残
さ
れ
て
断
り
、
そ
れ
が
も
と
の
客
語
を
主
-

語
に
取
る
自
動
文
「
B
が
・
1
す
る
」
の
弓
形
で
あ
る
場
合
、
こ
れ
を
格
好
の

手
懸
り
と
し
て
参
照
す
る
。
例
え
ば

 
 
鷹
一
つ
見
付
て
う
れ
し
い
ポ
こ
崎
（
笈
小
文
・
1
芳
野
八
／
続
原
下
・
三
冬
句
＝
／
笈
日
記
中

 
 
・
V
尾
張
三
〇
）

は
「
タ
カ
」
を
「
を
」
で
取
る
他
動
表
現
で
あ
る
か
ら
例
題
中
の
見
出
し
と
し

て
引
用
す
る
。
そ
し
て

 
 
夢
よ
り
も
現
の
鷹
そ
頼
母
し
き
（
鵠
尾
冠
中
・
三
八
二
）

は
「
タ
カ
」
が
主
語
に
立
つ
形
で
あ
る
か
ら
、
参
照
例
と
し
て
付
記
し
、
こ
の

方
に
は
イ
と
い
う
符
号
を
添
え
た
。
見
出
し
句
に
は
別
に
印
し
を
被
せ
な
い
け

れ
ど
も
、
．
観
察
中
に
言
及
す
る
場
合
は
ア
と
呼
ん
で
対
照
す
る
。
ア
・
イ
の
順

序
は
全
く
外
形
に
拠
り
、
作
者
の
推
考
過
程
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
例
題
は
す

べ
て
芭
蕉
の
俳
句
（
発
句
と
若
干
の
付
句
）
で
あ
る
か
ら
、
単
に
出
所
だ
け
を

記
し
、
他
家
の
句
を
挙
げ
る
際
に
億
も
ち
ろ
ん
作
者
名
を
も
記
載
す
る
。

 
俳
句
は
短
い
詩
形
で
あ
る
。
内
形
の
約
束
や
表
現
の
簡
略
が
あ
っ
て
、
判
読

は
人
の
補
足
に
委
せ
る
部
分
が
小
さ
ヌ
な
い
。
こ
ん
ど
僅
か
な
数
の
句
解
を
見

た
だ
け
で
あ
る
が
、
計
ら
ぬ
読
み
方
の
あ
る
こ
と
を
教
わ
っ
た
。
門
外
か
ら
の

判
断
は
錯
誤
の
多
い
こ
と
を
恐
れ
る
。
出
来
る
だ
け
可
能
性
を
並
べ
、
決
定
は

差
し
控
え
る
こ
と
に
す
る
。

例
題
A
 
人
に
関
す
る
例
 
 
-

 
1
 
人
が
主
語
の
場
合
、

 
 
1
 
衰
や
厳
に
喰
あ
て
し
海
苔
の
砂
（
己
光
・
豆
春
部
一
六
／
お
と
ろ
ひ
や
 
今
日
昔
・
1
諸
句

 
 
 
一
〇
三
）

 
 
 
イ
 
噛
當
る
身
の
お
と
ろ
ひ
や
苔
の
砂
（
西
口
下
・
皿
春
句
四
四
）

 
 
2
 
語
ら
れ
ぬ
湯
殿
に
ぬ
ら
す
挟
か
な
（
細
道
・
三
四
）

 
 
 
イ
 
語
ら
れ
ぬ
ゆ
ど
の
に
ぬ
る
～
被
哉
（
華
馬
上
・
八
四
）

 
 
3
 
ひ
ら
く
と
あ
く
る
扇
や
雲
の
峯
（
笈
日
記
上
・
W
湖
南
二
四
／
あ
ぐ
る
扇
 
篇
突
⊥
一
九
）

 
 
 
イ
 
ひ
ら
く
と
あ
が
る
扇
や
雲
の
み
ね
（
桃
舐
∵
W
雲
峯
一
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
 
4
藤
の
實
は
俳
譜
に
せ
ん
花
の
跡
（
藤
実
・
1
省
句
一
／
泊
船
四
・
一
四
六
）
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5
 
道
の
邊
の
樫
は
馬
の
喰
ひ
け
・
り
（
伊
達
卑
下
・
三
六
四
）

 
 
イ
 
道
の
へ
の
木
江
は
馬
に
く
は
れ
け
り
（
甲
子
吟
行
・
豆
紀
行
七
／
泊
船
一
・
道
紀
七
）

 
ざ
 
鞍
壷
に
小
坊
主
の
せ
て
大
根
引
（
陸
奥
千
鳥
一
・
V
蕉
句
八
二
）
」

 
 
イ
 
鞍
壺
に
小
坊
主
乗
る
や
大
根
引
（
炭
俵
下
・
∬
冬
句
一
七
／
藤
実
・
皿
冬
句
一
五
／
泊
船

 
 
 
 
五
・
四
六
）

 
 
7
 
あ
さ
か
ほ
や
昼
は
鎖
お
ろ
す
門
の
垣
（
小
文
庫
下
二
適
秋
葉
五
／
今
日
昔
燈
V
秋
句
三
二
／

 
 
 
錠
お
ろ
す
 
炭
俵
下
・
1
秋
句
一
五
／
虚
実
・
1
秋
句
一
五
）

 
 
8
 
五
月
雨
や
色
紙
へ
ぎ
た
る
壁
の
跡
（
雑
談
三
国
・
皿
文
通
四
七
／
嵯
峨
日
記
・
三
四
）

 
 
 
イ
 
五
月
雨
や
色
紙
ま
く
れ
し
壁
の
跡
（
笈
日
記
上
・
班
京
都
七
／
泊
船
三
・
二
八
）

 
証
 
人
が
客
語
の
場
合

 
 
9
 
き
ぬ
た
う
ち
て
我
に
き
が
趣
よ
坊
か
つ
ま
（
荒
野
四
・
．
且
中
秋
一
二
／
わ
れ
に
聞
せ
よ
や

 
 
 
続
虚
．
栗
下
・
1
秋
部
九
九
／
泊
船
一
・
道
紀
一
六
）

 
 
参
 
．
月
さ
び
よ
明
智
が
妻
の
咄
し
せ
ん
（
勧
進
帳
上
・
W
秋
句
一
五
／
泊
船
四
・
五
一
／
月
さ

 
 
 
 
ひ
て
 
小
文
零
下
・
班
秋
句
七
九
＞

 
 
1
0
 
う
き
我
を
さ
ひ
し
か
ら
せ
よ
か
ん
こ
烏
（
猿
蓑
二
・
夏
句
一
三
／
嵯
峨
日
記
・
七
／
篇
突
・
．

 
 
 
 
一
七
二
／
！
泊
船
三
・
一
一
二
）

 
 
参
 
こ
ち
ら
む
け
我
も
さ
ひ
し
き
秋
の
暮
（
笈
目
近
上
・
肛
京
都
三
／
続
別
座
敷
上
・
皿
秋
句

 
 
 
 
二
四
九
／
泊
船
四
・
＝
一
四
）

 
 
1
1
 
回
折
く
人
を
や
す
む
る
月
見
哉
（
春
日
・
盟
秋
句
四
／
続
虚
栗
下
・
1
三
部
六
一
／
人
を

 
 
 
や
す
め
る
 
孤
松
利
・
四
一
一
／
篇
突
二
三
二
／
人
や
す
ま
す
る
 
住
吉
物
語
上
・
三
部
三
）
．

 
 
1
2
 
宿
か
り
て
名
を
な
の
ら
す
る
し
く
れ
か
な
（
続
猿
領
導
・
W
旅
句
二
〇
／
宿
か
し
て
 
小
文

 
 
 
庫
上
・
1
吟
句
一
／
泊
船
五
・
四
）

 
人
の
行
為
や
感
情
を
述
べ
る
作
品
を
例
題
A
と
し
、
人
が
主
語
に
立
つ
文
形

を
1
項
に
拾
っ
た
。
・
最
初
の
「
（
衰
え
や
）
歯
に
・
食
い
あ
て
し
・
の
り
の
砂

」
は
形
義
と
も
に
明
白
で
あ
る
。
入
称
代
名
詞
の
主
語
は
省
か
れ
る
の
が
常
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
人
（
私
》
を
補
い
、
コ
砂
を
歯
に
食
い
あ
て
る
」
と
読
ん
で

何
の
問
題
も
な
い
。
q
の
用
法
か
ら
類
推
し
て
イ
「
金
隠
る
」
を
．
も
他
動
詞

 
、

「
か
み
あ
て
る
」
と
読
む
の
は
自
然
で
あ
り
、
そ
う
読
ん
だ
包
含
は
ア
と
同

形
、
句
意
に
疑
問
は
起
、
こ
ら
な
い
。
た
だ
「
当
る
」
の
表
記
は
「
あ
た
る
」
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
の
方
が
俳
旧
例
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
仮
に
「
か
み
あ

た
る
」
の
訓
を
取
っ
て
み
る
と
、
「
（
自
分
が
）
砂
に
・
・
か
み
あ
た
る
」
の
構

文
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
し
か
し
疑
念
が
少
し
残
る
。
「
身
の
衰
え

に
か
み
あ
た
る
」
の
形
、
か
ら
だ
の
弱
り
を
感
ず
る
意
が
響
ぐ
か
と
も
見
ら

れ
、
か
み
あ
た
る
の
は
身
か
、
そ
れ
と
も
砂
か
と
も
疑
え
ば
疑
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
さ
す
が
に
「
砂
が
か
み
あ
た
る
」
は
こ
じ
つ
け
と
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
明

確
に
そ
の
形
を
示
す
事
例
が
あ
と
幾
つ
か
重
な
る
。
こ
ん
な
細
末
の
分
析
は
棄

て
て
、
イ
を
通
読
す
る
。
情
意
は
浮
沈
に
流
通
、
そ
れ
が
ア
と
一
致
す
る
。
表

現
を
求
め
て
動
く
作
者
の
心
を
二
形
か
ら
受
け
取
る
だ
け
に
し
て
次
へ
移
る
。

2
の
「
（
語
ら
れ
ぬ
）
湯
殿
に
・
ぬ
ら
す
〔
イ
ぬ
る
る
〕
・
た
．
為
と
」
は
な
お

さ
ら
に
平
明
で
あ
る
。
出
羽
三
山
で
は
殊
に
深
い
感
激
を
覚
え
た
こ
と
が
『
奥

の
細
道
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
他
言
を
禁
ぜ
ら
れ
た
霊
山
の
こ
と
と
て
、
．
僅
か

に
そ
の
感
動
を
こ
ん
な
押
え
た
言
葉
で
表
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
語
ら
れ
ぬ
の

は
湯
殿
山
で
な
く
、
言
い
尽
せ
ぬ
心
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
た
も
と
を

ぬ
ら
す
」
も
．
「
た
も
と
が
ぬ
れ
葛
」
も
同
じ
く
落
涙
を
意
味
す
る
成
句
、
文
義

に
も
ア
・
イ
は
殆
ど
差
が
な
い
。
し
か
し
余
情
は
少
し
違
っ
て
い
る
。
、
「
ぬ
ら

．
す
」
は
能
動
的
、
感
動
者
の
主
体
面
を
、
「
ぬ
れ
る
」
は
静
観
的
、
感
動
へ
の

．
注
視
を
伝
え
る
。
次
例
で
は
情
意
が
一
層
分
か
れ
る
。
3
「
（
ひ
ら
ひ
ち
と
）

揚
ぐ
る
・
扇
」
は
能
楽
家
（
本
間
主
馬
）
に
対
し
て
そ
の
芸
能
を
称
し
た
言
葉

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
形
で
は
「
揚
ぐ
」
が
動
義
の
著
し
い
語
で
あ
る
か

ら
、
舞
台
劇
の
人
と
そ
の
仕
舞
と
が
現
前
す
る
。
イ
「
揚
が
る
扇
」
は
扇
の
描

写
、
ひ
ら
ひ
ら
と
．
す
る
映
嫁
が
鮮
明
で
あ
る
。
一
つ
の
事
象
を
見
な
が
ら
Y
人
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（
主
体
）
と
物
へ
客
体
）
と
が
交
互
に
出
没
す
る
こ
の
作
者
の
心
裏
が
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
第
4
旬
へ
入
る
と
視
線
は
人
よ
り
む
し
ろ
物
の
方
に
移

さ
れ
て
い
る
。
「
フ
ジ
の
実
は
・
俳
階
に
・
せ
ん
」
と
行
為
を
勧
誘
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
特
に
俳
人
や
俳
譜
の
こ
と
を
取
り
立
て
て
言
う
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
「
フ
ジ
の
実
は
俳
譜
に
な
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
、
目
を
留
め
て

見
れ
ば
、
こ
ん
な
物
に
も
詩
の
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
の
で
あ
り
、
「
は
」
の
一

字
か
ら
も
そ
れ
は
知
ら
れ
る
。
次
は
生
物
の
一
例
で
あ
る
が
、
助
詞
の
用
法
と

い
う
点
で
こ
こ
に
援
用
し
た
。
5
「
（
道
の
べ
の
Y
ム
ク
ゲ
は
・
馬
の
・
食
ら

、
い
け
り
」
で
は
、
馬
の
思
わ
ぬ
行
動
に
驚
い
た
こ
の
作
者
が
目
前
の
光
景
を
た

だ
一
筋
に
言
い
述
べ
て
い
る
。
語
順
や
助
詞
の
使
い
分
け
（
儲
風
解
）
が
あ
っ
て
、

話
者
の
関
心
は
花
の
方
に
注
が
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
れ
で
も
主

語
が
馬
の
構
文
で
あ
る
か
ら
、
文
意
の
主
点
も
そ
の
方
へ
落
ち
る
こ
と
を
気
使

い
、
イ
の
よ
う
な
動
か
ぬ
表
現
に
定
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
れ
ム
ク
ゲ
の
句
で

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
ギ
そ
の
花
に
託
し
て
一
種
の
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る

の
だ
と
推
量
す
る
。
し
ば
し
ば
被
動
画
の
側
に
同
応
ず
る
の
も
こ
の
人
の
一
面

と
考
え
ら
れ
、
類
例
は
多
い
。
自
他
二
形
の
あ
る
作
例
を
次
に
一
顧
す
る
。
6

「
く
ら
つ
ぼ
に
・
小
坊
主
・
乗
せ
て
（
ダ
イ
コ
引
き
）
」
は
発
句
と
し
て
は
大

根
引
き
の
行
事
を
歌
う
一
章
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
の
目
に
浮
か
ぶ
姿
は
馬
上

の
子
供
で
あ
る
。
下
の
五
文
字
が
切
れ
て
、
残
る
部
分
で
独
立
し
易
い
の
も
発

句
の
納
東
の
一
つ
で
あ
る
藏
拙
呪
愚
棚
）
。
作
者
も
こ
の
句
形
で
子
供
の
描
写
が

主
に
な
る
効
果
を
期
待
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
イ
の
よ
う
な
自
動
表
現
に

し
た
事
情
は
前
例
の
場
合
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
句
形
に
つ
い
て
は
．
郷
土
の

門
人
服
部
土
芳
に
対
し
「
の
る
や
大
根
引
と
小
坊
主
の
よ
く
目
に
立
つ
処
句
作

あ
り
」
と
自
説
し
た
由
が
『
三
草
紙
（
赤
）
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ

芭
蕉
俳
句
の
構
文
と
表
意
 
一
客
語
の
主
体
化
に
つ
い
て

で
別
の
事
柄
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
ア
「
小
坊
主
乗
せ
て
」
は
「
て
」
の
働
き

で
一
種
の
完
了
用
法
と
な
り
、
「
小
坊
主
を
乗
せ
た
ま
ま
」
の
意
が
は
っ
き
り

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
イ
の
「
小
坊
主
乗
る
や
」
も
継
続
義
、
馬
上
の

光
景
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
、
事
実
ま
た
去
来
が
こ
の
句
形
に
言
及
し
て
「
鞍

つ
ぼ
に
小
坊
主
の
ち
よ
つ
こ
り
と
乗
た
る
図
」
（
鼻
差
魅
と
述
べ
た
時
に
は
状
態

義
に
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
主
体
の
行
為
面
が
弱
ま
り
、
客
体
の

状
態
面
が
強
ま
る
こ
と
と
、
後
者
の
主
体
化
と
に
は
関
連
が
あ
る
と
推
せ
ら
れ

る
。
そ
の
点
を
次
送
に
つ
い
て
観
察
す
る
。
7
「
朝
顔
や
一
（
昼
は
）
錠
・
お

ろ
す
（
門
の
か
き
）
」
で
こ
の
．
花
を
主
語
と
見
る
読
み
方
は
差
し
措
い
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
解
し
た
と
こ
ろ
で
遊
離
し
易
い
上
の
五
文
字
で
あ
る
。
錠
を

下
ろ
す
の
は
も
ち
ろ
ん
人
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
葉
書
き
の
語
「
閉
関
」
と
結
び

付
け
て
、
そ
の
人
の
行
為
そ
の
も
の
を
指
す
表
現
と
取
る
の
も
も
と
よ
り
当
然

で
あ
る
。
し
か
し
全
文
を
再
読
す
る
と
、
こ
の
錠
は
閉
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
感

ず
る
。
昼
へ
の
繋
が
り
は
そ
の
方
が
翼
然
で
あ
る
。
こ
こ
を
一
度
そ
う
解
す
る

と
、
今
度
は
錠
の
下
り
た
門
の
状
況
が
鮮
か
に
浮
き
上
っ
て
く
る
㎏
 
 
 
r

 
 
こ
の
木
戸
や
鎖
の
さ
～
れ
て
冬
の
月
一
其
角
（
猿
三
一
・
章
句
五
六
／
勧
進
帳
上
山
ー
章
句
六

 
 
一
）

は
錠
に
つ
い
て
の
受
身
文
で
あ
る
。
背
景
も
違
い
、
も
ち
ろ
ん
作
者
は
別
で
あ

る
が
、
中
の
七
文
字
は
意
外
に
近
似
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
人
の
能
動
、
物

の
被
動
が
結
局
合
流
す
る
事
情
を
次
に
尋
ね
る
。
8
「
色
紙
・
へ
ぎ
た
る
（
壁

の
跡
）
」
で
は
述
部
が
は
っ
き
り
と
完
了
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
行
為
の
結
果

を
表
わ
す
働
き
は
明
白
で
あ
る
。
「
誰
か
が
色
紙
を
へ
ぎ
と
り
、
そ
の
跡
が
な

お
残
る
」
は
、
イ
「
色
紙
・
ま
く
れ
し
（
壁
の
跡
）
」
と
表
裏
か
ら
一
致
し
て

い
る
。
へ
ぐ
（
は
が
す
・
ま
く
る
）
は
他
動
義
。
ま
く
れ
る
（
は
が
れ
る
・
へ

（93）



、

げ
る
）
は
被
動
顛
で
あ
る
か
ら
、
主
客
入
れ
替
っ
て
も
同
義
は
当
然
の
こ
と
と

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
紙
を
壁
か
ら
へ
ぐ
」
と
「
紙
が
壁
か
ら
ま

く
れ
る
」
と
は
文
の
趣
旨
が
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
は
意
外
な

ほ
ど
に
合
一
し
て
い
る
。
こ
の
性
格
は
恐
ら
く
発
句
の
内
形
一
上
五
・
座
五
が

分
離
す
る
傾
向
i
に
因
る
こ
と
か
と
臆
測
せ
ら
れ
る
。
事
象
の
一
層
進
ん
で
見
'

え
る
文
形
が
例
題
B
に
出
て
お
り
、
そ
の
個
所
で
再
検
す
る
。

 
亙
項
に
は
こ
と
さ
ら
人
が
客
語
に
置
か
れ
た
構
文
を
取
り
出
し
た
。
こ
の
場

合
人
の
主
体
化
が
い
よ
い
よ
著
し
い
こ
と
は
容
易
に
予
想
せ
ら
れ
る
。
観
察
に

入
る
前
に
引
例
に
共
通
す
る
性
格
と
し
て
使
役
形
の
多
い
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。
一
般
に
「
す
（
さ
す
）
」
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
も
し
動
詞
が
自
動
詞

で
あ
れ
ば
客
体
（
被
動
者
〉
は
「
を
」
で
、
他
動
詞
で
あ
れ
ば
「
に
」
で
示
さ

れ
る
習
慣
が
あ
り
、
挙
例
に
お
い
て
も
そ
れ
が
交
互
し
て
い
る
。
し
か
し
使
役

義
そ
の
も
の
に
は
格
別
な
違
い
が
な
い
の
も
実
状
で
あ
り
、
こ
と
に
当
面
の
問

題
と
は
無
関
係
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
へ
の
言
及
は
全
く
省
略
す
る
。

重
文
9
「
き
ぬ
た
打
ち
て
1
我
に
・
聞
か
せ
よ
（
坊
が
妻
）
」
は
そ
の
時
の
言

葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
作
例
で
あ
ろ
う
。
相
手
は
寺
の
女
あ
る
じ
な
の
で
、
そ

の
人
へ
の
心
使
い
か
ら
こ
ん
な
あ
い
さ
つ
を
し
た
の
か
と
思
う
。
も
と
も
と
「

聞
か
す
」
は
「
聞
く
こ
と
を
許
す
」
ほ
ど
の
表
意
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
の

程
度
の
使
役
義
も
な
く
、
ま
た
尊
卑
の
対
人
意
識
な
ど
は
含
め
ず
に
使
わ
れ
て

い
る
。
手
元
の
資
料
は
少
数
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
範
囲
内
で
は
元
禄
当
時
の
用

法
も
今
日
と
そ
う
著
し
い
相
違
が
な
か
っ
た
よ
う
に
判
断
せ
ら
れ
る
。
も
し
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
「
あ
な
た
の
き
ぬ
た
を
私
に
聞
か
せ
て
下
さ
い
」
は
、
「
私

は
あ
な
た
の
き
ぬ
た
が
聞
き
た
い
」
と
随
分
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。
妻
は
こ

の
場
の
主
人
で
あ
る
が
、
客
人
は
話
し
手
で
あ
る
。
「
私
」
の
方
の
主
張
が
強

ま
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
参
考
に
引
い
た
「
月
さ
び
よ
一
明
智
が
妻
の
話
し
せ

ん
」
は
主
客
が
逆
の
表
現
で
あ
る
の
に
、
情
意
は
ど
こ
か
で
共
通
す
る
。
1
0
「

憂
き
我
を
・
寂
し
が
ら
せ
よ
（
カ
ン
コ
鳥
）
」
で
は
鳥
を
友
か
な
ど
の
よ
う
に

呼
び
か
け
て
お
り
、
親
和
の
情
は
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
対
者
は
樹

上
の
野
鳥
で
あ
り
、
そ
の
声
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
門
人
の
一
人
は
後
に
こ
の

師
を
追
想
し
て

 
 
月
雪
に
淋
し
か
ら
れ
し
紙
子
哉
i
一
刻
六
（
韻
塞
下
・
羅
月
雪
一
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
ん
な
人
柄
の
人
物
が
独
坐
し
て
、
鳥
声
を
聴
い
て
い
る
姿

を
思
え
ば
、
原
句
の
大
意
は
大
か
た
済
み
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
参
句
の
よ
う

忙
「
禽
も
寂
し
き
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
は
少
し
違
う
。
・
「
寂
し
が
ら
せ

る
」
に
は
動
義
が
あ
り
、
変
化
・
推
移
の
意
を
含
む
。
あ
る
い
は
カ
ン
コ
鳥
の
句

に
も
う
少
し
深
い
気
持
が
潜
め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
1
1
「
雲
折
々

人
を
休
む
る
（
月
見
）
」
は
こ
の
人
が
思
っ
た
通
り
の
そ
の
ま
ま
素
直
な
言
葉
な

の
で
あ
ろ
う
。
月
見
を
し
な
が
ら
そ
の
月
が
隠
れ
て
目
も
心
も
休
ま
る
と
言
う

の
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
が
、
本
当
に
そ
う
感
じ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し

て
月
を
隠
す
雲
の
方
へ
か
え
っ
て
心
を
寄
せ
た
の
だ
と
い
う
気
が
す
る
。
一
度

自
己
を
被
過
者
の
場
に
置
い
て
、
そ
こ
で
物
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
発
想
す
る
の

も
こ
の
作
者
の
一
つ
の
態
度
だ
っ
た
と
考
え
る
。
1
2
「
宿
借
り
て
1
各
を
名
乗

ら
す
る
旨
し
ぐ
れ
」
の
句
は
所
載
俳
書
の
言
葉
書
き
か
ら
塚
本
笹
舟
の
家
で
宿

を
求
め
た
時
の
吟
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
「
宿
借
り
て
」
の
五
文
字
は
明
白

で
あ
る
か
ら
、
「
名
を
名
乗
ら
す
る
」
に
も
人
を
予
想
し
、
如
舟
を
こ
れ
に
当

て
よ
う
ど
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
恐
ら
く
作
者
も
そ
の
読
み
を
拒
ん
で
い
な

い
と
思
う
。
多
分
そ
れ
が
こ
の
時
の
事
実
だ
っ
だ
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
か
し
文

表
は
時
雨
を
主
に
し
て
お
り
、
作
者
も
そ
の
意
図
で
し
た
句
作
り
な
の
で
あ
ろ

（94）



う
。
類
形
は
1
0
に
既
出
、
ま
た
こ
れ
が
俳
句
表
現
の
常
形
で
も
あ
る
。
従
っ
て

こ
の
句
の
三
三
を
時
雨
と
す
る
評
家
は
多
い
。
『
芭
蕉
句
選
年
考
』
中
の
記
事

に
教
え
ら
れ
、
念
の
た
め
『
師
走
嚢
』
と
い
う
句
解
の
」
書
を
開
い
て
み
た
。

は
た
し
て
同
書
は
こ
の
一
作
の
こ
と
を

 
 
特
雨
故
思
は
す
宿
を
と
り
我
名
を
な
の
ら
せ
た
る
も
時
雨
ゆ
へ
也
 
と
の
句
な
り

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
人
止
時
雨
の
両
面
か
ら
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
聞
き
知
っ

た
う
え
で
、
こ
の
二
者
を
放
念
す
る
。
そ
し
て
単
卒
に
話
し
手
の
場
へ
帰
っ
て

こ
の
句
を
見
直
す
。
正
し
く
自
分
の
名
を
告
げ
、
荒
天
に
宿
を
借
り
え
た
喜
び

を
表
わ
す
言
葉
と
受
け
と
っ
て
簡
明
な
読
み
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
以
上
豆
項
で
は
人
を
客
語
に
取
る
使
役
の
四
文
を
一
巡
し
た
。
こ
と
さ
ら
に

使
役
者
を
主
と
し
て
立
て
た
表
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
話
者
の
評

価
が
表
明
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
事
情
ば
そ
れ
ぞ
れ
例
文
に
つ
い
て
重
説
し
た

通
り
で
あ
る
。
使
役
者
と
は
言
っ
て
も
実
は
能
因
、
し
か
も
多
く
は
そ
の
場
の

状
況
と
い
う
類
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
他
方
被
役
者
は
人
で
あ
り
、
例

文
で
は
そ
れ
が
話
し
手
で
あ
る
。
実
義
の
上
で
は
こ
の
方
が
表
面
化
す
る
の
も

自
然
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
繁
寒
し
た
通
り
で
あ
る
α
か
く
て
こ
の
文
形
は
主

・
客
の
双
方
が
互
い
に
作
用
し
、
特
殊
な
効
果
を
見
せ
る
一
種
の
発
想
様
式
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
効
果
は
結
局
人
を
客
位
に
置
い
て
、
反
っ

て
そ
の
側
の
主
張
を
強
め
る
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 
 
 
、

例
題
B
 
物
に
関
す
る
例

 
-
 
物
象

 
・
1
 
篠
の
露
顕
に
か
け
し
し
け
り
哉
（
後
拝
・
1
序
一
二
／
泊
船
三
・
一
二
八
）

 
 
 
参
 
な
て
し
子
に
か
、
る
な
み
た
や
楠
の
露
（
小
文
会
下
・
1
挙
句
四
一
／
泊
船
三
・
九
〇
）

芭
蕉
俳
句
の
構
文
と
表
意
 
-
客
語
の
主
体
化
に
つ
い
て

 
2
 
し
ら
露
も
こ
ほ
さ
ぬ
萩
の
う
ね
り
哉
（
小
文
庫
下
・
皿
秋
句
一
七
／
類
柑
子
上
・
六
〇
／
し

 
 
ら
露
を
 
泊
船
四
・
「
＝
二
）

 
 
イ
 
白
露
も
こ
ほ
れ
ぬ
萩
の
う
ね
り
哉
（
あ
つ
め
句
・
古
典
大
系
本
句
集
頓
雪
）

 
3
 
春
雨
や
蓬
を
の
は
す
艸
の
道
（
草
の
道
・
古
典
大
系
本
句
集
4
3
）

 
，
参
馳
道
ほ
そ
し
相
撲
と
り
草
の
花
の
露
（
笈
日
記
上
．
W
湖
南
三
／
曾
我
上
．
虹
冬
句
九
九
）

 
4
 
し
ま
く
や
千
く
に
く
刮
ぎ
て
夏
の
海
（
芭
蕉
句
選
拾
遺
・
五
運
部
三
一
）

 
 
イ
 
亡
く
や
千
々
に
く
た
け
て
夏
の
海
（
蕉
翁
文
集
吃
古
典
大
系
本
句
集
b
。
㎝
Φ
）

 
5
 
時
鳥
聲
謂
ふ
や
水
の
上
（
笈
日
記
申
・
1
大
垣
＝
二
／
横
た
ふ
や
 
藤
実
・
珊
夏
句
五
／
今

 
 
日
昔
・
1
諸
句
一
一
／
篇
突
・
四
九
／
聲
や
横
と
ふ
 
陸
奥
千
鳥
一
・
V
蕉
句
三
〇
）

 
 
イ
 
一
こ
ゑ
の
江
に
横
た
ふ
や
ほ
と
～
．
き
す
（
篇
突
・
四
八
／
一
聲
の
 
笈
日
記
中
．
」
大
垣

 
 
 
 
＝
二
／
三
草
紙
（
赤
）
／
青
根
が
峯
・
巻
四
）

 
6
 
蘭
の
香
や
蝶
の
翅
に
た
き
も
の
す
（
泊
船
一
・
道
紀
一
一
／
蝶
の
つ
は
さ
に
 
笈
日
記
中
・

 
 
 
W
伊
勢
一
六
）
・

 
 
参
門
に
入
れ
ば
そ
て
つ
に
蘭
の
に
ほ
ひ
哉
（
笈
日
記
中
・
W
伊
勢
六
）

皿
「
天
象

 
7
 
さ
み
た
れ
の
雲
吹
お
と
せ
大
井
川
（
笈
日
記
下
・
1
雲
水
四
六
／
さ
み
た
れ
の
空
 
有
磯
海

 
 
 
・
W
葦
葺
三
四
／
泊
船
三
・
三
九
）

 
 
参
 
吹
と
は
す
石
は
あ
さ
ま
の
野
分
哉
（
笈
小
文
・
皿
更
科
＝
エ
）

 
8
 
四
方
よ
り
花
吹
入
て
鳩
の
海
（
卯
辰
上
．
1
春
句
一
一
四
／
に
ほ
の
海
 
白
馬
下
・
1
洒
落

 
 
 
堂
一
／
湖
の
波
 
流
川
・
W
割
句
七
／
今
日
昔
・
皿
下
句
六
三
）
、

 
 
参
 
ぬ
す
人
の
記
念
〔
か
た
み
〕
の
松
の
吹
お
れ
て
〔
付
句
〕
 
（
冬
日
・
1
木
枯
二
一
）

 
・
参
木
枯
に
岩
吹
と
か
る
旧
聞
か
な
（
笈
日
記
下
・
1
雲
水
五
四
／
泊
船
五
・
三
〇
／
木
か
ら

 
 
 
し
の
 
伊
良
胡
崎
・
三
五
三
）

 
9
 
鎖
あ
け
て
月
さ
し
入
よ
浮
ミ
堂
（
笈
旧
記
上
・
W
湖
南
】
二
／
薦
獅
子
・
．
W
収
三
一
／
鎖
明

 
 
 
て
 
小
文
庫
下
・
亜
秋
句
三
五
／
泊
船
四
・
四
七
）

 
1
0
 
大
倉
叡
や
し
の
字
を
引
て
一
霞
（
江
戸
広
小
路
・
古
典
大
系
本
句
集
3
2
／
し
を
四
捨
し
 
芭

 
 
蕉
句
選
上
・
1
春
画
＝
二
）

（95）
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1
1
 
六
月
や
峯
に
雲
置
あ
ら
し
山
（
句
兄
弟
下
・
五
追
考
一
四
五
／
笈
日
記
上
・
皿
京
都
一
、
○
／

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ク

 
 
 
雲
を
く
嵐
山
 
陸
奥
千
鳥
一
・
v
聖
句
五
｝
／
六
月
や
行
状
記
・
1
行
状
六
）

 
 
参
 
一
尾
根
は
し
く
る
㌧
南
云
か
ふ
し
の
ゆ
き
（
泊
船
五
・
五
）

 
 
1
2
 
あ
ら
う
み
や
佐
渡
に
横
ふ
天
川
（
其
袋
上
・
豆
三
部
二
一
三
／
よ
こ
た
ふ
天
の
川
 
勧
進
帳

 
 
 
上
・
W
秋
句
三
／
細
道
・
四
四
／
類
柑
子
上
・
二
〇
／
横
と
ふ
 
泊
船
四
・
五
）

 
例
題
B
に
は
主
語
が
物
と
予
想
せ
ら
れ
る
文
形
を
少
数
掲
げ
た
。
擬
人
化
の

著
し
い
生
物
に
関
す
る
も
の
は
既
に
A
へ
含
め
て
お
り
、
こ
こ
に
出
す
の
は
す

べ
て
無
意
志
の
現
象
を
表
わ
す
記
述
で
あ
る
。
人
が
主
語
の
場
合
は
述
語
と
の

関
係
が
緊
「
密
な
の
と
比
べ
、
物
の
場
合
は
主
・
述
の
疎
隔
が
甚
し
く
、
は
た
し

て
主
体
は
何
な
の
か
不
明
な
こ
と
さ
え
珍
し
く
な
い
。
か
か
る
主
語
の
遊
離
と

い
う
事
実
が
ま
た
客
語
の
自
立
に
大
き
く
関
与
す
る
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
先
ず

1
項
に
は
物
理
的
な
事
象
に
関
す
る
例
文
を
取
り
、
そ
れ
ら
の
点
層
考
え
る
。

1
「
シ
ノ
の
露
・
は
か
ま
に
・
か
け
し
（
茂
り
）
」
は
城
主
に
随
行
し
て
旅
立

つ
人
に
寄
せ
た
一
作
で
あ
る
こ
と
が
言
葉
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
「
か
け
る

」
の
主
語
に
つ
い
て
大
系
本
『
句
集
」
は
「
茂
り
」
を
取
っ
て
い
る
。
夏
草
の

茂
り
を
読
む
句
で
あ
り
、
さ
ら
に
伝
統
的
な
俳
句
形
式
を
考
え
た
う
え
で
の
正

当
な
解
釈
と
受
け
取
ら
れ
る
。

 
 
註
記
 
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
4
5
『
芭
蕉
句
集
』
を
大
系
本
『
句
集
』
と
略
称
し
た
。
本
書
は
」

 
 
所
載
の
発
句
ご
と
に
主
語
を
指
摘
す
る
の
で
、
好
個
の
資
料
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
不
断
の
参
考
に

 
 
し
で
き
た
。
以
降
も
幾
度
か
言
及
す
る
。

一
方
し
か
し
原
句
の
文
面
か
ら
見
て
「
自
分
の
は
か
ま
に
露
を
か
け
て
し
ま
っ

た
」
の
意
を
読
取
り
、
そ
の
人
を
主
と
す
る
解
釈
も
成
立
し
そ
う
で
あ
る
。
一

体
「
露
を
か
け
る
」
も
「
露
が
か
か
る
」
も
さ
ら
に
は
「
人
が
露
に
か
か
る
」

も
何
れ
一
つ
の
物
象
を
言
う
慣
用
句
で
あ
る
。
主
客
の
何
か
を
深
く
は
問
わ
ず

こ
の
一
文
を
淡
然
と
読
み
下
ろ
す
。
は
か
ま
も
す
っ
か
り
ぬ
れ
通
っ
た
旅
．
の
人

を
思
い
浮
べ
て
、
そ
れ
で
よ
い
句
趣
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
続
く
2
も
同
種

の
現
象
を
記
す
類
例
で
あ
る
が
、
自
他
の
両
形
が
残
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
対

照
で
き
る
点
で
引
用
し
た
。
ハ
ギ
の
句
で
あ
る
か
ら
、
露
は
こ
ぼ
す
で
も
こ
ぼ

れ
る
で
も
同
帰
、
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
3
の
例
文
で
少
し
細
か
く
観
察

す
る
。
「
．
（
春
雨
や
）
．
ヨ
モ
ギ
を
・
伸
ば
す
（
草
の
道
）
」
に
つ
い
て
前
記
『

句
集
』
は
そ
の
頭
注
で

 
 
春
雨
に
雑
草
が
生
い
、
蓬
が
一
き
わ
高
く
の
び
る
の
を
「
草
の
道
」
が
「
蓬
を
の
ば
す
」
乏
三
つ

 
 
た
。
 
（
発
句
編
4
3
）

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
も
発
句
の
内
約
に
則
し
た
正
統
の
訓
義
な
の
で
あ
ろ

、

う
。
し
か
し
今
人
の
意
識
か
ら
は
草
を
茂
ら
せ
る
の
は
む
し
ろ
春
雨
の
方
が
合

理
の
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
『
芭
蕉
講
座
』
の
評
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
 
「
蓬
を
の
ば
す
」
は
春
雨
を
擬
人
化
し
た
や
う
に
見
る
人
も
あ
ら
う
が
、
そ
こ
ま
で
立
入
ら
な
く

 
 
と
も
よ
い
。
自
然
に
調
過
し
て
み
る
と
、
・
春
雨
の
頃
の
窓
外
の
景
が
ま
こ
と
に
よ
く
生
か
さ
れ
て

 
 
．
み
る
の
に
感
ず
る
。
 
（
第
二
巻
二
二
八
）

結
局
退
け
ら
れ
る
解
で
は
あ
る
が
、
春
雨
を
主
に
見
る
人
の
あ
り
う
る
こ
と
を

告
げ
て
い
る
。
幸
田
露
伴
は
こ
う
述
べ
る
。

 
 
蓬
は
他
の
草
木
と
は
ち
が
っ
て
雨
に
濡
れ
た
心
持
が
こ
と
に
よ
い
も
の
で
あ
る
。
細
か
い
感
じ
の

 
 
出
て
み
る
よ
い
句
で
あ
る
。
聖
堂
で
あ
る
。
言
ひ
方
が
三
親
的
な
だ
け
だ
。
 
（
『
続
芭
蕉
俳
句
研

 
 
究
』
そ
の
三
一
露
伴
全
集
2
5
・
三
六
二
）

 
「
言
い
方
が
主
観
的
」
と
の
み
で
語
法
の
こ
と
な
ど
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
路

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

傍
の
野
草
が
力
強
く
細
雨
に
繁
る
清
鮮
の
．
状
を
た
だ
句
心
に
認
め
れ
ば
よ
し
と

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
意
見
は
先
に
引
用
し
た
二
家
の
評
語
に

も
は
．
つ
き
り
と
一
致
し
共
通
し
て
い
る
。
筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
中
島
の

 
「
ヨ
モ
ギ
を
伸
ば
す
」
が
主
語
か
ら
独
立
し
て
、
「
ヨ
モ
ギ
が
伸
び
る
」
の
意

に
帰
一
す
る
、
こ
の
よ
う
な
俳
句
表
現
の
特
性
で
あ
る
。
4
「
島
じ
ま
や
・
千
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々
に
砕
き
て
・
夏
の
海
L
は
何
が
何
を
砕
く
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
芭
蕉

講
座
」
は
こ
う
説
明
す
る
。

 
 
一
望
島
々
が
瓢
在
し
て
、
夏
の
大
海
も
千
々
に
辞
か
れ
て
る
る
や
う
に
見
え
る
と
の
意
。
 
（
第
二

 
 
巻
・
二
八
○
）

こ
の
言
葉
は
島
々
を
主
語
に
取
る
解
と
推
せ
ら
れ
、
大
系
本
『
句
集
」
の
意
見

も
同
様
で
あ
る
。
一
度
そ
う
指
摘
せ
ら
れ
る
と
、
な
る
ほ
ど
松
島
湾
の
景
勝
を

称
え
る
島
々
の
句
だ
か
ら
と
会
得
す
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
海
を
主
に
す
る
読

み
の
可
能
性
が
払
消
し
切
れ
な
い
。
 
「
島
々
を
砕
く
」
の
で
は
理
が
立
た
ぬ
よ

う
で
も
あ
る
が
、
も
と
も
と
ね
じ
れ
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
の
一
作
に
は
異

形
が
あ
っ
て
、
イ
「
島
々
や
千
々
に
砕
け
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
い
よ
い
よ
「
島
が
砕
け
て
海
に
散
る
」
と
見
え
そ
う
に
思
う
の
は
や
は
り
目

が
暗
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
主
語
の
何
れ
を
争
う
の
が
目
的
で
は
な
い
。
当
面

の
観
察
か
ら
は
島
で
も
海
で
も
同
じ
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
類
形
で
「
砕
き
て

」
が
そ
の
ま
ま
「
砕
け
て
」
と
同
義
に
平
行
し
て
通
用
す
る
と
い
う
こ
ど
で
あ

る
。
俳
句
表
現
で
は
こ
の
種
の
自
由
が
お
の
ず
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
芭
蕉
は

と
り
わ
け
そ
の
許
容
を
流
用
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
次
は
論
義
の
多
い
一

作
で
あ
る
。
し
か
し
事
例
は
既
に
幾
つ
か
重
な
り
、
述
べ
る
内
容
も
同
じ
で
あ

る
か
ら
、
結
語
だ
け
を
記
す
。
5
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
声
横
た
う
や
（
水
の
上
）
」

の
外
形
に
つ
い
て
は
も
う
言
わ
ず
、
表
意
は
「
声
が
横
た
わ
る
」
と
同
志
に
な

っ
て
い
る
。
こ
と
に
イ
「
一
声
の
江
に
横
た
う
や
（
時
鳥
）
」
の
方
は
構
文
の

う
え
で
も
声
が
主
語
に
立
つ
表
現
だ
と
し
て
お
く
。
芭
一
μ
焦
は
初
め
ア
・
イ
の
二

文
を
並
べ
て
記
し
、
そ
の
選
択
を
人
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ

と
を
幾
人
か
の
人
に
告
げ
て
い
る
。
門
人
た
ち
も
珍
し
い
こ
と
と
思
っ
た
の
で

あ
ろ
う
、
数
個
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
（
例
題
B
5
イ
の
出
典
参
照
）
。
そ
れ
ら
を
見
て
気
付

芭
蕉
俳
句
の
構
文
と
表
意
 
レ
客
語
の
主
体
化
に
つ
い
て

く
点
は
、
詩
趣
に
つ
い
て
の
論
評
は
あ
っ
て
も
、
語
法
に
関
す
る
意
見
は
極
め

て
稀
薄
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
人
は
概
括
的
、
大
意
を
領
略
し
て
そ

れ
で
十
分
だ
っ
だ
の
で
は
な
い
か
。
思
考
の
著
し
く
分
化
し
た
今
日
で
は
、
語

法
が
一
つ
の
要
件
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
。
1
項
最
後
は
「
（
蘭
の
香
や

）
チ
ョ
ウ
の
つ
ば
さ
に
・
濃
き
物
す
」
で
あ
る
。
隔
こ
の
主
語
は
何
か
と
聞
か
れ

れ
ば
、
誰
し
も
困
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
「
導
き
物
す
」
は
動
労
の
語
で
あ

る
か
ら
、
一
応
は
何
か
を
主
体
に
想
定
し
な
が
ら
、
結
局
「
薫
き
物
が
し
て
あ

る
」
 
「
薫
る
」
ぐ
ら
い
に
読
ん
で
い
る
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
何
も
考
え
ず
、

頭
か
ら
受
身
の
意
に
取
っ
て
、
簡
明
に
通
ず
る
句
が
芭
蕉
に
幾
つ
も
あ
る
。
こ

れ
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

 
天
象
・
気
象
に
関
す
る
表
現
を
こ
と
さ
ら
別
扱
い
に
し
て
亙
項
を
設
け
た
。

こ
の
種
の
観
察
が
最
初
か
ら
到
達
目
標
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実

例
が
示
す
内
情
は
既
出
の
も
の
と
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
重
ね
て
の
反
復
は
自

分
な
が
ら
煩
厭
を
感
ず
る
。
足
早
に
通
り
過
ぎ
た
い
。
日
月
・
風
雪
・
雷
電
そ

の
他
は
特
に
著
し
い
現
象
を
見
せ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
的
に
行
う
活

動
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
り
、
記
述
も
そ
の
場
か
ら
為
さ
れ
て

い
る
。
「
月
が
地
を
照
ら
す
」
「
雲
が
山
を
包
む
」
「
雷
が
木
を
裂
く
」
の
如

く
で
あ
る
。
主
体
は
た
と
え
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
主
語
に
立
つ
形
を
人
称

表
現
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
種
の
類
例
を
す
べ
て
保
留
し
、
た
だ
「

風
」
の
二
文
だ
け
に
代
表
せ
し
め
る
。
7
「
（
さ
み
だ
れ
の
）
雲
・
吹
き
落
と

せ
（
大
井
川
）
」
は
こ
の
大
河
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
大

井
川
が
当
然
の
主
体
と
な
り
、
多
く
の
人
も
そ
の
解
を
取
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
現
実
に
雲
を
吹
き
落
と
す
の
は
風
の
は
ず
と
も
思
え
る
（
闘
鞭
都
鴫
捲
逃
亡
軟

畷
獺
鶴
囎
碧
雲
。
原
句
を
再
読
す
る
。
上
下
の
空
間
に
風
の
動
き
と
川
の
流
れ
を
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感
じ
な
が
ら
、
目
前
に
雲
の
飛
び
散
る
様
を
思
え
ば
、
句
意
の
済
み
そ
う
な
事

情
は
既
に
諸
例
で
認
め
た
通
り
で
あ
る
。
8
，
「
（
四
方
よ
り
）
．
花
・
吹
き
入
れ

て
（
に
お
の
海
）
」
に
お
い
て
は
も
う
動
因
（
風
・
湖
）
の
こ
と
に
触
れ
ず
、

「
花
が
ふ
ぶ
き
込
み
、
水
面
に
も
散
っ
て
い
る
」
と
直
読
す
る
（
下
樋
嫌
臆
零
瀦
齢

．
コ
野
齢
客
土
怒
毛
ゆ
瀧
）
。
 
9
「
錠
明
け
て
・
月
射
し
入
れ
よ
（
浮
御
堂
）
」
は
こ

れ
を
単
卒
に
解
し
、
錠
が
自
然
に
明
き
、
月
が
お
の
ず
と
射
し
こ
む
こ
と
へ
の

祈
願
文
と
見
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

 
初
め
か
ら
こ
れ
ま
で
「
A
は
・
B
を
・
一
す
る
」
の
構
文
で
客
体
B
が
主
体

化
し
、
「
B
が
・
一
す
る
」
の
意
が
表
面
化
す
る
事
情
を
た
ど
っ
て
き
た
。
観

察
に
は
繰
り
返
し
や
行
き
帰
り
が
多
か
っ
た
の
で
、
要
約
を
試
み
る
。
例
題
末

尾
に
残
っ
た
三
文
を
引
き
直
す
と

 
大
照
叡
や
 
 
し
の
字
を
引
い
て
 
 
一
霞
み

 
六
月
や
 
 
 
峯
に
雲
置
く
 
 
 
 
嵐
山
 
 
 
-

・
荒
海
や
 
 
 
佐
渡
に
横
た
う
 
 
 
天
の
川

の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
表
現
で
は
結
局
中
央
の
部
分
が
自
立
し
て
、
「
し
の
字

が
引
か
れ
る
」
 
「
雲
が
置
か
れ
る
↓
雲
が
懸
か
る
」
 
「
佐
渡
に
横
た
わ
る
（
天

の
川
が
）
」
な
ど
の
意
が
く
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
主

体
で
あ
る
べ
き
物
（
山
・
荒
海
）
が
文
意
上
遊
離
す
る
か
ら
と
い
う
見
方
を
取

っ
て
き
た
。
さ
ら
に
か
か
る
遊
離
は
初
め
の
五
文
字
あ
る
い
は
結
び
の
五
文
字

が
主
文
と
切
れ
る
傾
向
の
強
い
発
句
表
現
の
特
性
に
因
る
と
い
う
風
に
考
え
て

き
た
。
こ
れ
が
既
往
の
観
察
の
概
要
で
あ
る
。

 
最
後
に
視
点
を
翻
し
て
別
途
か
ら
の
疑
問
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。
上
記
三

例
の
場
合
な
ど
は
殊
に
超
人
称
表
現
（
一
ヨ
℃
o
話
8
巴
①
×
震
。
ω
匹
○
置
）
と
の
関

連
が
あ
り
は
し
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
表
現
様
式
に
つ
い
て
は
本
誌
『

国
文
学
研
究
』
第
五
号
所
載
「
…
し
か
け
る
」
中
で
説
明
を
試
み
て
い
る
の

で
㌃
再
説
は
控
え
て
結
論
だ
け
を
述
べ
る
。
古
い
時
代
に
は
あ
る
種
の
超
人
格

的
な
存
在
（
X
と
仮
称
）
が
認
識
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
主
語
に
置
く
着
流
が
あ
っ

た
と
し
て
、
そ
の
種
の
表
現
を
こ
う
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
若
し
仮
に
「

潮
・
引
く
」
 
「
霜
・
置
く
」
 
「
雲
・
横
た
う
」
な
ど
も
こ
の
種
の
構
文
だ
っ
た

と
の
仮
想
が
容
れ
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
X
が
i
潮
を
引
く
（
霜

を
置
く
・
雲
を
横
た
う
）
」
の
内
意
で
設
け
ら
れ
た
文
辞
だ
っ
た
ど
言
い
う
る

は
ず
で
あ
る
。
か
か
る
未
知
の
丁
丁
に
対
す
る
意
識
は
い
ち
早
く
失
わ
れ
、
そ

れ
と
と
も
に
超
人
称
表
現
も
消
え
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
そ
の
一
部
が
後
々
ま
で

偶
然
の
成
句
と
し
て
残
さ
れ
、
し
か
も
話
し
手
の
主
体
観
念
は
変
っ
て
い
る
の
，

で
、
文
構
成
が
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
今
日
用
い
ら
れ
る
「
潮
・
が
引
，

く
」
は
そ
の
一
証
と
見
ら
れ
る
。
時
代
の
少
し
さ
か
の
ぼ
っ
た
五
爵
の
例
文
で

は
「
霜
（
露
）
置
く
」
が
慣
用
句
と
し
て
頻
出
す
る
。
も
し
や
「
去
た
う
」
に

も
同
種
の
用
法
が
あ
り
、
例
え
ば
「
雲
横
た
う
」
な
ど
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
は
し
な
か
っ
た
か
。

 
こ
の
小
考
で
は
客
語
の
主
体
化
と
い
う
こ
と
を
す
べ
て
人
称
表
現
の
場
か
ら

観
察
し
た
。
も
し
超
言
寿
表
現
の
遺
響
ど
い
う
面
か
ら
考
え
う
る
の
で
あ
れ
ば

例
題
B
に
お
け
る
説
明
は
一
層
簡
明
に
済
む
は
ず
で
あ
る
。
紙
面
も
時
間
も
尽

き
る
に
近
く
、
し
か
も
私
見
は
不
熟
そ
し
て
未
練
で
あ
る
。
な
お
後
考
を
重
ね

る
こ
，
と
に
し
た
い
。

C98）


