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江
戸
語
に
お
け
る
形
容
詞
型
条
件
表
現
の
変
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
動
詞
「
な
い
」
と
の
関
連

キ
ー
ワ
ー
ド
一

要
　
　
霞

江
戸
語
、
形
容
詞
、

打
消
の
助
動
詞

仮
定
条
件
表
現
、

　
一
八
五
〇
年
以
前
、
江
戸
語
に
見
ら
れ
る
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
翼
に

は
、
「
1
く
は
」
「
ー
け
れ
ば
し
が
並
用
さ
れ
て
い
た
。
両
形
の
う
ち
、
「
1
く

は
」
と
な
る
形
容
詞
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
た
の
に
対
し
て
、
「
－
け

れ
ば
」
と
な
る
彩
容
調
は
「
な
い
」
「
よ
い
」
が
中
心
で
あ
っ
た
。
一
八

五
〇
年
以
降
、
「
1
く
は
」
が
衰
退
し
、
「
1
け
れ
ば
」
が
盛
ん
と
な
る
こ

と
か
ら
、
一
八
五
〇
年
頃
を
境
に
、
「
1
く
は
」
「
1
け
れ
ば
」
並
用
か
ら

「
1
け
れ
ば
」
専
用
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
打
消
の

助
動
詞
『
な
い
」
の
仮
定
条
件
表
現
が
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
『
な
け
れ

ば
」
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
時
期
と
文
献
的
に
一
致
す
る
。

　
形
容
調
の
仮
定
条
件
表
現
が
「
1
け
れ
ぱ
」
専
用
と
な
る
こ
と
で
、
形

容
詞
の
仮
定
形
「
－
け
れ
」
と
し
て
、
現
代
目
本
語
へ
と
続
く
形
容
詞
の

活
用
体
系
が
再
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
初
期

に
か
け
て
活
用
体
系
の
整
傭
を
し
つ
つ
あ
っ
た
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」

に
も
影
響
を
与
え
、
仮
定
条
件
表
現
を
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ

ば
」
へ
と
変
化
さ
せ
る
要
困
の
一
つ
と
な
っ
た
。

は
じ
め
に

奥
　
村
　
彰
　
悟

　
条
件
表
現
は
、
目
本
語
の
歴
史
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
動
詞
の
場
合
、
仮
定
条
件
を
表
す
表
現
が
、
「
未
然

形
十
バ
」
か
ら
「
已
然
形
斗
バ
」
へ
と
変
化
し
た
が
、
こ
の
仮
定
条
件
表
現

は
、
数
々
の
先
行
研
究
苧
に
お
い
て
、
江
戸
語
以
降
に
変
化
し
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
江
戸
語
に
見
ら
れ
る
、
形
態
と
し
て
の
「
已

然
形
十
バ
」
は
、
仮
定
条
件
を
表
す
こ
と
が
多
い
。
逆
を
い
え
ば
、
動
詞
の

場
合
、
「
未
然
形
十
バ
」
は
「
あ
ら
ば
」
「
言
わ
ぱ
」
「
申
さ
ぱ
」
な
ど
限
ら
れ

た
も
の
警
を
除
く
と
、
仮
定
条
件
を
表
す
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。

　
一
方
、
形
容
詞
の
場
合
、
江
戸
語
の
資
料
に
は
、
「
1
く
は
」
注
。
の
形
に

よ
る
仮
定
条
件
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
江
戸
後
期

か
ら
明
治
初
期
の
資
料
を
用
い
て
、
形
容
詞
の
仮
定
条
件
と
し
て
の
「
ー
く

は
」
が
い
つ
頃
、
何
故
衰
退
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
「
ー
け

れ
ば
」
が
仮
定
条
件
表
現
の
申
心
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
を
見
て
い
く
。

　
ま
た
、
江
戸
語
で
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
仮
定
条
件
表
現
と
し

て
「
な
い
け
れ
ば
」
が
兇
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
打
消
の

助
動
詞
「
な
い
」
が
形
容
詞
型
に
活
用
を
整
備
す
る
過
程
で
、
「
な
け
れ
ば
」

へ
と
変
化
す
る
注
4
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
形
容
詞
の
条
件
表
現
の
変
化
が
、
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こ
の
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」

る
こ
と
も
併
せ
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

へ
の
変
化
の
要
因
の
一
つ
で
あ

　
ま
た
、
小
松
（
一
九
八
二
）
管
で
は
、

の
例
を
出
し
て
、

江
戸
語
に
お
け
る
形
容
詞
の
仮
定
形

（19）『筑波周本語研究』第三号筑波大学文芸・言語研究科目本語学研究室1998

二
　
先
行
研
究

　
目
本
語
に
お
け
る
条
件
表
現
史
の
研
究
は
数
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

の
多
く
は
申
世
か
ら
近
世
初
期
の
資
料
を
用
い
た
も
の
が
多
い
。
ま
た
、
条

件
表
現
全
般
に
お
け
る
研
究
で
は
動
詞
を
中
心
と
し
た
研
究
が
多
く
、
こ
の

た
め
、
江
戸
語
を
資
料
と
し
た
も
の
、
か
つ
、
形
容
詞
や
形
容
詞
型
の
助
動

詞
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
あ
ま
り
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
大
ま
か

な
指
摘
の
あ
る
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
松
村
（
一
九
五
七
）
注
5
は
、

江
戸
語
の
形
容
詞
の
未
然
形
と
し
て
は
、
い
ち
お
う
「
1
く
」
の
形
が

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
形
は
、
助
詞
「
ば
」
が
付
い
て
仮
定
の
条
件
を

示
す
に
用
い
ら
れ
る
。

と
述
べ
　
そ
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
加
え
て
、

こ
の
よ
う
に
、
「
ー
く
は
」
ま
た
は
「
1
く
ば
」
の
形
で
仮
定
の
条
件
を

示
す
｝
」
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
仮
定
形
「
ー
け
れ
」
に

「
ば
」
を
付
け
て
、
仮
定
の
条
件
を
示
す
こ
と
も
、
江
戸
語
で
は
行
わ
れ

て
い
た
。
そ
し
て
、
後
期
の
江
戸
語
と
し
て
は
「
1
け
れ
」
に
「
ば
」
を

付
け
て
言
い
表
わ
す
ほ
う
が
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

形
容
詞
の
場
合
は
、
動
詞
と
違
つ
て
右
の
よ
う
に
仮
定
形
の
形
成
が
遅

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
形
容
詞
の
仮
定
表
現
が
恋
シ
ク
ハ
の
よ
う
な
－
ク

ハ
の
形
で
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

。
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
な
お
、
「
ー
ク
ハ
」
か
ら
「
ー
ク
バ
」
へ
の
変
化
に
っ
い
て
は
、
吉
川
（
一

九
七
一
）
で
説
明
さ
れ
て
い
る
苧
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
接
続
助
詞
「
ば
」
へ

の
類
推
が
「
ー
ク
バ
」
「
ズ
バ
」
と
い
う
形
へ
進
め
た
と
し
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「
リ
ヤ
」
「
ニ
ヤ
」
等
が
「
レ
バ
」
「
ネ
バ
」
等
で
あ
る
の
に
準
じ
て
、
「
カ
」

「
ザ
」
が
「
ク
バ
」
「
ズ
バ
」
で
あ
る
と
い
う
類
推
の
発
生
で
あ
る
。
し
か

も
旧
已
然
形
の
仮
定
形
化
も
そ
の
端
緒
に
あ
り
、
「
ば
」
の
意
味
も
漸
く

仮
定
条
件
の
表
示
に
局
限
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
仮
定
法
の
「
ク
ハ
」

「
ズ
ハ
」
は
か
よ
う
の
環
境
下
に
、
単
な
る
音
韻
論
的
現
象
で
は
な
し
に
、

「
ク
バ
」
「
ズ
バ
」
の
姿
に
移
行
し
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
「
－
カ
ア
」
「
ザ
ア
」
と
い
う
融
合
形
の
存
在
が
「
ー
ク
ハ
」
「
ズ

ハ
」
か
ら
「
－
ク
バ
」
「
ズ
バ
」
へ
の
変
化
を
促
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
は
決
し
て
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
吉
川
の
説
は
、

形
態
的
な
面
に
お
け
る
「
ー
ク
ハ
」
「
ズ
ハ
」
か
ら
「
－
ク
バ
」
「
ズ
バ
」
へ

の
変
化
を
説
明
し
て
い
る
も
の
で
、
仮
定
条
件
表
現
が
「
1
く
は
」
か
ら
「
1
け
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れ
ば
」
へ
と
、
ど
の
よ
う
に
移
っ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
「
旧
已
然
形
の

仮
定
形
化
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
1
く
は
」
か
ら

「
－
け
れ
ば
」
へ
の
変
化
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
に
し
、
「
－
ク
ハ
」
と
「
ー
ク
バ
」

と
は
区
別
せ
ず
「
1
く
は
」
と
し
て
ま
と
め
て
扱
う
。
た
だ
し
、
用
例
を
示
す

場
合
は
、
底
本
の
表
記
通
り
に
「
1
く
は
」
と
「
ー
く
ば
」
で
表
記
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
江
戸
語
に
お
い
て
、
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
現
に
は
「
1
く

は
」
と
「
1
け
れ
ば
」
の
両
形
が
存
在
し
た
こ
と
が
先
行
研
究
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
嘗
。
し
か
し
、
小
松
（
一
九
八
二
）
の
指
摘
で
は
、
江
戸
語
に
お

け
る
形
容
詞
の
仮
定
表
現
が
依
然
と
し
て
「
1
く
は
」
で
行
わ
れ
た
と
あ
る
。

　
打
消
の
助
動
詞
を
用
い
た
条
件
表
現
に
関
し
て
は
、
奥
村
（
一
九
九
六
）
で
、

江
戸
語
に
お
い
て
「
ね
ば
」
「
ず
は
（
ず
ば
）
」
「
な
い
け
れ
ぱ
」
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
用
法
に
差
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
同
（
一
九
九
七
）
で
は
、

「
な
い
け
れ
ぱ
」
か
ら
「
な
け
れ
ぱ
」
へ
と
移
行
し
た
時
期
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
以
下
で
は
、
「
1
く
は
」
「
1
け
れ
ぱ
」
並
用
か
ら
「
1
け
れ
ば
」
専
用

へ
の
移
行
が
、
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
の
変
化
に
時
期
的
に

関
係
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
く
。

婁
　
調
査

　
本
稿
で
は
、
江
戸
後
期
の
滑
稽
本
。
人
構
本
、
お
よ
び
明
治
初
期
の
滑
稽

本
に
お
い
て
、
形
容
詞
の
条
件
表
現
、
お
よ
び
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」

に
接
続
助
詞
「
ば
」
が
続
く
形
で
あ
る
「
な
い
け
れ
ば
」
「
な
け
れ
ば
」
の
用

例
数
を
調
査
し
た
斧
。
表
1
は
形
容
詞
に
お
け
る
調
査
結
果
で
あ
り
、
表
2

は
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
に
お
け
る
調
査
結
果
で
あ
る
注
〃
。

　
表
1
を
見
る
と
、
小
松
（
一
九
八
二
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
江
戸

語
で
は
、
依
然
と
し
て
「
ー
く
は
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
の
「
ー
く
は
」
の
勢
カ
が
弱
ま
る
の
は
、
『
七
偏
人
』
以
降
で
あ
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　
さ
ら
に
『
七
偏
人
』
以
降
、
仮
定
条
件
は
「
1
け
れ
ば
」
に
よ
っ
て
表
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
奥
村
（
一
九
九
七
）
で
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ぱ
」
へ
と
変
化
し
た
の
も
『
七
偏

人
』
以
降
で
あ
り
、
「
1
く
は
」
の
衰
退
と
、
「
な
い
け
れ
ぱ
」
か
ら
「
な
け

れ
ば
」
へ
の
変
化
が
同
時
期
で
あ
る
こ
と
が
表
1
・
表
2
か
ら
見
て
と
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
変
化
に
関
係
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
以
下
、

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
。
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四
　
形
容
詞

　
　
四
。
一
　
「
1
〈
は
」

　
表
1
に
よ
る
と
、
『
浮
世
風
呂
』
か
ら
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
ま
で
は
「
－
く

は
」
の
用
例
が
多
く
、
「
1
け
れ
ば
」
と
並
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

以
下
、
例
を
見
て
み
る
。

17

「
こ
り
や
ア
前
栽
の
籠
に
あ
つ
た
の
だ
か
ら
銭
は
出
さ
ね
へ
。
つ
い
ぞ

見
た
こ
と
は
ね
へ
が
、
奇
し
い
茸
だ
か
ら
遣
う
思
つ
て
持
て
来
や
し
た
。

お
め
へ
欲
か
ア
上
や
う
」
（
『
浮
世
風
呂
』
商
人
↓
け
ち
兵
衛
）

「
お
の
し
が
や
う
な
物
あ
き
を
す
る
者
は
、
万
一
に
飽
ツ
ぽ
く
て
、
何

を
一
ヅ
と
げ
た
事
が
ね
へ
。
く
や
し
く
は
石
垣
へ
あ
た
ま
を
打
付
て
、

死
で
で
も
し
ま
つ
た
が
能
」
（
『
浮
世
風
呂
』
五
十
余
の
か
㌧
さ
ま
↓
太
吉
）

「
湯
が
熱
く
は
水
を
う
め
や
ア
が
つ
て
、
う
ぬ
又
、
す
べ
り
や
ア
が
ら

ね
一
や
う
に
、
そ
ろ
く
と
な
が
し
や
ア
が
れ
一
一
『
浮
世
風
昌
お
丸

↓
と
も
だ
ち
の
下
女
）

「
不
で
な
く
ば
為
た
の
だ
し
（
『
浮
世
床
』
蜜
五
郎
↓
で
ん
ぼ
う
）

「
マ
ヅ
サ
、
だ
ま
つ
て
闘
ヅ
し
。
跡
で
も
し
わ
る
く
は
、
な
ん
と
で
も

い
ふ
が
い
㌧
」
（
『
八
笑
人
』
眼
七
↓
出
胃
吉
）

「
早
速
な
が
ら
お
由
さ
ん
、
御
遠
慮
な
さ
る
お
方
も
な
く
ば
、
チ
ト
込

入
た
私
が
お
は
な
し
、
亦
お
き
』
も
う
す
こ
と
も
あ
り
」
（
『
春
色
梅
児

誉
美
』
内
儀
↓
お
由
）

「
イ
ヱ
今
申
す
通
り
の
訳
で
、
目
光
責
に
合
つ
て
参
り
ま
し
た
か
ら
、

お
前
さ
ん
方
の
お
仕
度
が
宜
く
は
そ
ろ
く
お
崇
け
被
成
ま
し
一
一
『
春

色
梅
美
婦
禰
』
房
吉
↓
佐
助
）

8
「
そ
り
や
ア
一
々
道
理
だ
が
、
先
刻
か
ら
言
ふ
と
ふ
り
、
這
方
に
知
ら

　
ね
へ
事
だ
か
ら
詮
方
が
ね
へ
。
夫
と
も
に
も
疑
は
し
く
は
、
お
園
を
呼

　
ん
で
明
り
を
立
て
見
せ
や
う
か
」
（
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
判
次
郎
↓
此
花
）

　
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
お
け
る
「
－
く
は
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形

容
詞
は
、
例
4
や
例
6
の
よ
う
な
「
な
い
」
、
例
7
の
よ
う
な
「
よ
い
」
が
多

く
見
ら
れ
た
も
の
の
、
他
に
も
例
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
わ
る
い
」
「
あ

っ
い
」
「
ほ
し
い
」
「
く
や
し
い
」
「
う
た
が
わ
し
い
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

容
詞
に
よ
っ
て
も
「
1
く
は
」
と
な
る
例
が
見
ら
れ
た
。
「
ー
く
は
」
に
周
い

ら
れ
る
形
容
詞
は
バ
ラ
エ
テ
イ
に
當
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
の
時
期

に
お
け
る
「
ー
く
は
」
の
仮
定
条
件
表
現
は
依
然
と
し
て
活
発
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

　
な
お
、
「
ー
く
は
」
は
、
謡
し
手
の
位
相
に
よ
っ
て
「
ー
ク
ハ
」
「
ー
ク
バ
」

「
－
カ
ア
」
に
分
か
れ
る
。
例
え
ば
、
例
1
で
は
、
江
戸
者
の
商
人
に
よ
っ
て

「
ー
カ
ア
」
の
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
「
な
い
」
が
「
ね
へ
」

と
連
母
音
が
長
音
化
し
て
お
り
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
と
し

て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
ー
カ
ア
」
は
江

戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
に
よ
つ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
さ
ら
に
、
例
2
．
3
か
ら
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物

に
よ
っ
て
、
例
7
か
ら
遊
女
に
よ
っ
て
「
ー
ク
ハ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
例
6
で
は
内
儀
に
よ
っ
て
「
ー
ク
バ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
人
物
は
、
「
も
う
す
こ
と
も
あ
り
」
と
、
堅
い
言
葉
遣
い
を
し
て
お
り
、

江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
と
は
異
な
る
位
相
の
人
物
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
「
ー
ク
バ
」
の
方
は
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
し
て
い
な
い
人

凹融一
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物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
、
例
4
で
は
蜜

玉
郎
が
「
ー
ク
バ
」
を
用
い
て
お
り
、
｝
」
の
人
物
は
『
浮
世
床
』
の
主
人
公

で
も
あ
り
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
町
人
で
あ
っ
て
も
、
「
ー
ク
バ
」
を
用
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
は
、
「
1
く
は
」
の
用
例
が
多
く

見
ら
れ
る
が
、
大
ま
か
に
分
け
る
と
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物

や
遊
女
は
「
1
カ
ア
」
「
－
ク
ハ
」
を
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
し
て
い
な

い
人
物
は
「
－
ク
バ
」
を
用
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
『
七
偏
人
』
や
『
酉
洋
道
中
膝
栗
毛
』
『
安
愚
楽
鍋
』
の
頃
に
な

る
と
、
「
1
く
は
」
の
勢
力
は
衰
え
て
く
る
。

101112

「
彼
様
逃
道
を
取
き
れ
ぱ
蟻
の
這
出
る
所
も
ね
へ
、
命
が
欲
し
く
ば
衣

も
の
を
脱
」
（
『
七
偏
人
』
茶
貿
吉
↓
喜
次
郎
・
飛
八
）

「
そ
れ
は
何
よ
り
お
安
い
御
用
じ
や
ア
あ
り
ま
す
が
、
ホ
ン
ニ
ま
だ
仮

住
屠
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
む
さ
く
る
し
く
と
も
宜
敷
く
ぱ
御
遠
慮
な
く
」

（
『
春
色
江
戸
紫
』
惣
次
郎
↓
女
）

「
さ
む
か
ア
、
そ
こ
ら
で
一
杯
や
ら
か
そ
う
」
（
『
西
洋
遺
中
膝
栗
毛
』

弥
次
郎
兵
衛
↓
北
八
）

「
あ
は
よ
く
ば
塾
奴
の
尻
尾
を
持
上
て
枕
金
の
小
釣
を
と
る
か
さ
も
な

く
ば
人
力
車
の
二
挺
で
吉
原
へ
で
も
引
張
ヅ
て
知
己
の
茶
屋
へ
送
り
込

ン
で
伊
勢
六
の
五
階
見
物
と
か
（
以
下
賂
）
」
（
『
安
愚
楽
鍋
』
藪
医
生
）

　
『
七
偏
人
』
以
降
で
も
、
「
ゲ
く
は
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
調
は
、
「
な

い
」
「
よ
い
」
「
ほ
し
い
」
「
さ
む
い
」
「
よ
ろ
し
い
」
の
よ
う
に
、
や
や
種
類

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
お
け
る
「
1
く
は
」
は
、
「
ー
ク

バ
」
「
ー
カ
ア
し
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
「
ー
ク
ハ
」
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

例
え
ば
、
例
9
は
、
江
戸
者
の
茶
員
吉
が
脅
し
を
か
け
て
、
す
ご
ん
で
い
る

場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
茶
貝
吉
は
「
ー
ク
バ
」
を
周
い
て
い
る
。

　
例
u
の
場
合
は
弥
次
郎
兵
衛
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
物

は
例
1
1
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
杯
」
を
『
い
つ
べ
ゑ
」
と
な
る
よ
う
に
、

連
母
音
が
長
音
化
し
て
お
り
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
明
治
期
に
入
っ
て

も
残
し
て
い
る
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
奥
村
（
一
九

九
七
）
で
既
に
指
摘
し
た
竃
が
、
こ
の
弥
次
郎
兵
衛
は
「
な
い
け
れ
ば
」
も

用
い
て
お
り
、
例
1
1
の
「
さ
む
か
ア
」
と
い
う
「
1
く
は
」
の
融
合
形
の
使

用
も
、
こ
う
し
た
江
戸
町
人
の
言
葉
の
名
残
と
し
て
使
用
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
弥
次
郎
兵
衛
は
「
－
け
れ
ば
」
も
用
い
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
例
蜆
の
藪
医
生
は
い
い
加
減
な
医
者
で
あ
る
も
の
の
医
者
で
あ

る
こ
と
を
表
に
出
し
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
は
し
て
い
な
い
人
物
で
あ
る

驚
。
っ
ま
り
、
作
者
で
あ
る
仮
名
垣
魯
文
は
、
藪
医
生
が
用
い
る
わ
ざ
と
ら

し
い
堅
い
言
葉
遣
い
と
し
て
、
「
1
く
は
」
を
選
択
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

こ
と
は
、
明
治
初
期
に
な
っ
て
も
「
－
く
は
」
が
「
ー
ク
バ
」
の
形
で
、
教

養
の
あ
る
人
物
に
よ
っ
て
、
衰
退
し
な
が
ら
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
か
が
わ
せ
る
。

　
　
鯉
二
一
　
「
1
け
れ
ぱ
」

　
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
も
、

が
見
ら
れ
た
。

1
3
「
高
け
り
や
ア
よ
し
な
せ
へ
。

人
↓
け
ち
兵
衛
）

「
1
け
れ
ば
」
を
用
い
た
仮
定
条
件
表
現

無
利
に
は
売
ね
へ
」
（
『
浮
世
風
呂
』
商

一83
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η
よ
し
や
姑
御
が
む
づ
か
し
く
て
も
、
御
夫
婦
申
さ
へ
よ
け
れ
ば
納
り

ま
す
」
（
『
浮
世
風
呂
』
辰
↓
巳
）

「
そ
つ
ち
の
子
こ
そ
常
不
断
、
お
ら
が
孫
を
な
か
せ
て
よ
こ
す
は
。
コ

レ
、
鳴
込
で
能
け
り
や
ア
、
こ
つ
ち
か
ら
鳴
こ
む
の
だ
よ
」
（
『
浮
世
風

呂
』
泣
か
せ
た
娘
の
ば
ア
さ
ま
↓
し
た
）

「
昔
の
事
を
見
て
来
た
や
う
に
講
釈
を
す
る
の
だ
か
ら
、
あ
れ
は
余
程

な
学
者
で
な
け
れ
ば
出
来
ま
す
ま
い
ナ
」
（
『
四
十
八
癖
』
）

「
藤
さ
ん
、
そ
れ
ほ
ど
憎
け
り
や
ア
ぶ
っ
と
も
殺
と
も
お
し
な
」
（
『
春

色
梅
児
誉
美
』
米
八
↓
藤
兵
衛
）

「
ど
う
で
男
の
名
闘
だ
か
ら
、
色
も
恋
も
す
る
ほ
ど
の
男
で
な
け
り
や

ア
、
私
も
ま
た
惚
て
苦
労
は
し
な
い
か
ら
、
ま
ん
ざ
ら
止
ろ
と
い
ふ
や

う
な
、
野
暮
は
い
ふ
気
は
な
い
け
れ
ど
（
以
下
略
）
」
（
『
春
色
辰
巳
園
』

米
八
↓
仇
吉
）

　
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
1
け
れ
ば
」
と
な
る
形
容
詞
は
、
「
な
い
」
と

「
よ
い
」
（
3
2
例
申
2
9
例
）
が
申
心
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
は
「
た
か
い
」
「
に

く
い
」
「
お
そ
い
」
の
例
が
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で

「
1
く
は
」
に
比
べ
て
、
こ
の
時
期
の
「
1
け
れ
ば
」
は
「
な
い
」
「
よ
い
」

に
例
が
偏
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
例
1
と
例
蝸
に
見
る
よ
う

に
、
同
一
人
物
が
「
－
く
は
」
と
「
－
け
れ
ば
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
の
間
で
は
「
ー
く
は
」
「
1
け
れ
ば
」
両

形
が
並
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
の
作
品
で
あ
る
『
春
色
梅
児
誉
美
』
に
二

例
、
『
七
偏
人
』
以
降
の
作
品
で
あ
る
『
春
色
江
戸
紫
』
に
一
例
と
わ
ず
か
で

は
あ
る
が
、
「
ー
け
れ
ば
」
に
よ
る
確
定
条
件
の
例
が
尻
ら
れ
た
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
。

192021

「
覚
え
も
し
ね
へ
宝
の
金
の
と
、
畠
山
は
さ
て
お
い
て
、
鎌
倉
御
所
か

ら
呼
に
来
て
も
、
行
た
く
な
け
り
や
ア
行
ね
へ
」
（
『
春
色
梅
児
誉
美
』

五
四
郎
↓
丹
次
郎
）

「
今
お
ま
へ
が
蜜
言
に
言
た
丹
さ
ん
と
は
、
中
の
郷
に
当
時
目
影
の
身

の
う
へ
で
、
幽
に
く
ら
す
俺
居
、
そ
れ
も
女
の
仕
送
り
で
は
か
な
い
容

子
、
そ
の
中
で
ま
た
此
頃
は
ま
と
ま
つ
た
金
が
な
け
れ
ば
、
畠
山
の
宝

の
一
件
で
む
づ
か
し
い
わ
け
に
な
る
と
の
事
だ
そ
う
だ
」
（
『
春
色
梅
児

誉
美
』
お
由
↓
お
長
）

「
眞
に
此
方
に
子
の
な
け
れ
ば
、
引
取
つ
て
育
て
ま
せ
う
ト
い
ふ
と
、

父
上
は
喜
ン
で
、
思
ひ
置
く
事
是
れ
ば
か
り
、
何
事
小
児
が
成
長
を
宜

敷
く
頼
み
奉
る
（
以
下
略
）
」
（
『
春
色
江
戸
紫
』
貞
↓
惣
次
郎
）

　
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
江
戸
末
の
こ
の
時
期
ま
で
依
然
と
し
て
「
ー
け
れ
ば
」

に
よ
る
確
定
条
件
表
現
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
確
定
条
件
の

「
1
け
れ
ば
」
を
用
い
て
い
た
人
物
は
、
中
流
階
層
以
上
の
人
物
な
い
し
は
遊

女
と
し
て
造
形
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
町
人
と
は
位
相
が
異
な
る
し
、
用
例
は

い
ず
れ
も
「
な
け
れ
ば
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
確
定
条
件
の

「
－
け
れ
ば
」
は
、
こ
の
時
期
の
形
容
詞
「
1
け
れ
ば
」
の
用
法
の
中
心
で
は

な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
表
1
に
よ
る
と
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
な
る
と
、
「
ー
く
は
」
の
勢
力
が
衰

え
、
「
1
け
れ
ば
」
の
勢
力
が
強
く
な
る
。

「
彼
慮
が
白
け
れ
ば
お
公
家
さ
ま
だ
ア
」
（
岡
七
偏
人
』
虚
呂
松
↓
下
太
郎
）
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「
坊
主
が
憎
け
り
や
ア
袈
裟
迄
だ
は
ネ
」
（
『
春
色
江
戸
紫
』
智
清
↓
惣

次
郎
）「

夫
れ
と
も
人
に
見
つ
か
ヅ
テ
外
聞
が
わ
る
き
や
ア
、
最
う
く
一
所

に
O
O
へ
」
（
『
春
色
江
戸
紫
』
惣
次
郎
↓
お
く
み
）

「
ヘ
ン
、
腐
癩
た
鶏
卵
じ
や
ア
あ
る
め
へ
し
、
き
み
の
わ
り
い
り
く
つ

は
ね
へ
。
よ
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
を
し
だ
す
ゼ
」
（
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』

弥
次
郎
兵
衛
↓
お
汲
）

「
ヲ
イ
、
供
公
、
そ
ん
な
に
ほ
し
き
や
ア
、
北
さ
ん
の
イ
尻
え
袋
で
も

あ
て
が
つ
て
お
か
ツ
せ
へ
」
（
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
通
次
郎
↓
供
七
）

「
な
ん
で
も
北
里
の
お
茶
屋
の
妻
君
か
さ
も
な
け
り
や
ア
山
谷
堀
あ
た

り
の
船
宿
の
女
房
か
し
ら
ん
堀
じ
や
ア
見
か
け
ね
へ
か
ほ
だ
が
ど
う
も

わ
か
ら
ね
へ
」
（
『
安
愚
楽
鍋
』
野
譜
間
）

　
「
ー
け
れ
ば
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
は
、
例
の
よ
う
に
、
「
な
い
」

「
よ
い
」
「
に
く
い
」
「
し
ろ
い
」
「
わ
る
い
」
「
ほ
し
い
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

『
七
偏
人
』
以
降
の
「
1
け
れ
ば
」
に
は
、
依
然
と
し
て
「
な
い
」
が
多
く
見

ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
用
例
に
は
「
1
く
は
」
が
衰
退
し
、
「
1
け
れ
ば
」
が

盛
ん
に
な
っ
て
き
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
「
わ
る
い
」
は
、
『
春

色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
は
例
5
の
よ
う
に
「
－
く
は
」
に
見
ら
れ
る
が
、
『
七

偏
人
』
以
降
で
は
例
2
4
の
よ
う
に
「
1
け
れ
ぱ
」
に
見
ら
れ
た
驚
。

　
こ
こ
ま
で
「
－
く
は
」
「
1
け
れ
ば
」
両
形
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、

『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
で
は
、
「
ー
く
は
」
と
な
る
形
容
詞
は
「
な
い
」
「
よ

い
」
「
あ
つ
い
」
「
わ
る
い
」
な
ど
バ
ラ
エ
テ
イ
に
富
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
容
詞
が
「
1
く
は
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
ま
で
「
1
く

は
」
が
依
然
と
し
て
活
発
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
「
ー
く
は
」
は
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
で
は
「
ー
カ
ア
」

が
、
町
人
以
外
の
堅
い
言
い
回
し
を
す
る
人
物
で
は
「
ー
ク
バ
」
が
用
い
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
で
「
1
く
は
」
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
も
、
「
1
く
は
」
が
依
然
と
し
て
活
発
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
の
「
1
け
れ
ば
」
は
「
な
い
」

「
よ
い
」
中
心
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
他
に
は
、
「
た
か
い
」
「
に
く
い
」
「
お

そ
い
」
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
た
程
度
で
、
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
詞
が
や
や

限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
お
い
て
は
「
－
け

れ
ぱ
」
は
、
「
な
い
」
「
よ
い
」
を
中
心
に
勢
力
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
も
の

の
、
未
だ
「
1
く
は
」
よ
り
も
強
い
勢
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
で

は
「
1
く
は
」
と
「
－
け
れ
ば
」
は
並
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
の
一
「
1
け
れ
ば
」
に
は
未
だ
確
定
条
件
と

し
て
の
用
法
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
確
定
条
件
表
現
の
「
1
け
れ
ば
」
と

な
る
形
容
詞
は
「
な
い
」
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
階
層
も
限
ら
れ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
既
に
確
定
条
件
表
現
の
「
－
け

れ
ぱ
」
は
「
1
け
れ
ば
」
の
中
心
的
な
用
法
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
な
る
と
、
「
1
く
は
」
と
な
る
形
容
詞
に
は

や
や
種
類
が
見
ら
れ
る
も
の
の
用
例
数
は
減
っ
て
お
り
、
位
相
の
面
で
も
、

堅
い
言
い
回
し
を
す
る
人
物
に
よ
っ
て
「
ー
ク
バ
」
が
用
い
ら
れ
た
り
、
江

戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
残
す
人
物
に
よ
っ
て
「
ー
カ
ア
」
が
用
い
ら
れ
る
に

遇
ぎ
ず
、
衰
退
し
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
「
1
け
れ
ば
」
は
、

「
わ
る
い
」
「
ほ
し
い
」
の
よ
う
に
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
に
は
「
ー
く
は
」

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
形
容
詞
が
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
は
「
1
け
れ
ば
」
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と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
『
七
偏
人
』
以
降
「
な
い
」

「
よ
い
」
の
他
に
も
「
1
け
れ
ば
」
と
な
る
形
容
詞
が
増
え
て
い
っ
た
様
子
を

示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
七
偏
人
』
以
降
、
「
1
け
れ
ぱ
」
の
勢
力
が
「
ー
く

は
」
よ
り
も
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
「
1
け
れ
ば
」
に

よ
る
勢
力
の
拡
大
は
、
さ
ら
に
「
ー
く
は
」
の
衰
退
を
促
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
現
は
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
で

は
、
「
1
く
は
」
と
「
ー
け
れ
ば
」
が
並
用
さ
れ
て
い
た
が
、
『
七
偏
人
』
以
降

に
な
る
と
、
「
－
く
は
」
が
衰
退
し
、
「
1
け
れ
ば
」
が
専
用
さ
れ
る
。
形
容

詞
の
仮
定
条
件
表
現
が
「
－
け
れ
ば
」
専
用
と
な
る
こ
と
で
、
形
容
詞
の
仮

定
形
と
し
て
の
「
－
け
れ
」
が
、
あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
四
ニ
ニ
　
「
1
な
ら
」

　
形
容
詞
型
の
条
件
表
現
と
し
て
「
1
な
ら
」
の
形
に
よ
る
仮
定
条
件
も
見

ら
れ
た
。
「
－
な
ら
」
は
全
体
的
に
用
例
数
が
少
な
い
。
『
浮
世
風
呂
』
に
は

四
例
見
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
。
「
1
な
ら
」
に
よ
る
仮
定
条
件
は
次
の
よ
う
な

例
で
あ
っ
た
。

28

「
但
し
、
湯
が
か
㌧
つ
て
熱
な
ら
水
の
は
ね
を
か
け
て
う
め
て
や
ら
う

か
」
（
『
浮
世
風
呂
』
し
た
↓
そ
ぱ
の
人
）

　
『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
他
に
「
な
い
な
ら
」
「
あ
た
じ
け
ね
へ
な
ら
」
「
勿

体
ね
へ
な
ら
」
が
見
ら
れ
る
。
『
浮
世
床
』
で
は
、
「
な
い
な
ら
」
「
短
い
な
ら
」

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
－
な
ら
」
を
用
い
て
い
る
の
は
例
2
8
の
よ
う
に
江
戸

町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
の
ほ
か
、
『
浮
世
風
呂
』
『
浮
世
床
』
と
も
に

上
方
者
に
よ
っ
て
「
1
な
ら
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
た
。
し
か

し
、
本
稿
の
調
査
で
は
形
容
詞
に
お
け
る
「
－
な
ら
」
の
例
は
少
な
く
、
｝
」

の
時
期
を
通
じ
て
、
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
に
す
ぎ

な
い
。
な
お
、
『
浮
世
風
呂
』
に
は
、
動
詞
に
お
け
る
「
1
な
ら
」
に
よ
る
仮

定
条
件
表
現
が
2
3
例
見
ら
れ
る
。
「
1
な
ら
」
は
動
詞
が
申
心
と
な
る
用
法
の

よ
う
で
あ
る
。五

　
打
消
の
助
動
調
「
な
い
」

　
　
五
・
一
　
「
な
い
け
れ
ぱ
」
と
「
な
け
れ
ぱ
」

　
三
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
形
容
詞
型
の
仮
定
条
件
が
「
－
く
は
」
「
1
け

れ
ば
」
並
用
か
ら
「
1
け
れ
ば
」
専
用
へ
と
移
っ
た
頃
と
同
じ
時
期
に
、
打

消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
条
件
表
現
が
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
。

　
奥
村
（
一
九
九
七
）
で
も
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
の
変
化

の
時
期
と
そ
の
要
因
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
本
稿
の
調
査
で
は
、
表
2
に
見

る
よ
う
に
、
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
以
前
は
例
2
9
∫
3
1
の
よ
う
な
「
な
い
け
れ
ば
」

が
優
勢
で
あ
り
、
例
3
2
一
3
3
の
よ
う
な
「
な
け
れ
ば
」
は
『
春
色
梅
児
誉
美
』

『
春
色
辰
巳
園
』
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

2930

『
御
新
造
さ
ま
の
お
供
ぢ
や
ア
気
が
つ
ま
つ
て
否
だ
。
此
お
子
さ
ま
は

嫌
な
り
、
行
ね
へ
き
や
ア
其
気
で
見
た
く
も
ね
へ
が
、
行
け
ば
見
る
気

に
な
る
か
ら
、
此
お
予
さ
ん
が
麓
末
に
な
る
は
な
」
（
『
浮
世
床
』
う
ば

↓
寮
五
郎
）

「
実
は
此
方
へ
遊
び
に
来
た
の
だ
け
れ
ど
、
今
思
ひ
出
す
と
今
冒
は
巳
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313233

の
目
だ
。
是
非
洲
崎
へ
参
詣
ね
へ
け
れ
ば
な
ら
ね
へ
」
（
『
春
色
梅
児
誉

美
』
藤
兵
衛
↓
お
南
・
蝶
吉
）

「
長
い
間
世
語
に
な
つ
た
り
、
久
し
く
思
ひ
お
も
は
れ
た
人
を
、
欲
ゆ

ゑ
突
出
し
て
、
ふ
り
向
て
見
る
も
い
や
だ
と
い
ふ
や
う
に
せ
へ
し
ね
へ

け
れ
ば
、
始
終
出
世
も
出
来
る
も
ん
だ
と
、
異
見
を
言
て
く
れ
た
人
が

有
た
ツ
け
」
（
『
春
色
辰
巳
園
』
米
八
↓
房
）

「
イ
ヤ
お
そ
く
な
つ
た
か
ら
今
冒
は
よ
し
ね
へ
。
余
程
い
そ
が
な
け
れ

ば
な
ら
ね
へ
」
（
『
春
色
梅
児
誉
美
』
藤
兵
衛
↓
お
由
。
蝶
吉
）

「
お
前
が
其
気
に
お
成
だ
と
、
私
も
同
じ
様
に
仕
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

義
理
だ
は
ネ
」
（
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
お
房
↓
お
粂
）

　
「
な
い
け
れ
ば
」
は
、
例
2
9
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遣

い
を
す
る
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
例
3
0
・
3
ー

の
よ
う
に
、
遊
女
や
中
流
階
層
以
上
の
人
物
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
も
「
な
い
け
れ
ば
」
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
の
一
方
、
「
な
け
れ
ば
」
を
使
用
し
て
い
る
例
が
見
え
始
め
る
が
、
そ
の
例

は
、
例
3
2
・
3
3
の
よ
う
に
遊
女
や
中
流
階
層
以
上
の
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら

れ
て
お
り
、
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
す
る
人
物
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
な
る
と
、
例
独
の
よ
う
な
「
な
い
け
れ
ば
」

は
勢
力
を
弱
め
、
例
3
5
．
3
6
の
よ
う
な
「
な
け
れ
ば
」
の
勢
力
が
強
く
な
る
。

独35

「
此
方
が
勝
手
を
知
ら
ね
へ
か
ら
、
こ
ん
な
頓
間
な
こ
と
は
し
た
が
、

そ
れ
が
い
や
で
、
出
や
ア
が
ら
ね
へ
け
り
や
ア
、
場
代
は
出
さ
ね
へ
か
ら
、

五
分
と
た
ん
だ
ア
」
（
『
西
洋
遺
中
膝
栗
毛
』
弥
次
郎
兵
衛
↓
通
次
郎
）

「
や
ら
か
し
た
様
な
も
の
な
ら
、
衣
類
の
つ
ま
が
濡
て
屠
な
け
り
や
ア

36

な
ら
ね
へ
は
ず
だ
が
、
何
と
も
無
ぢ
や
ア
ね
へ
か
」
（
『
七
偏
人
』
下
太

郎
↓
虚
呂
松
）

「
（
前
略
）
医
業
で
生
活
を
た
て
る
の
は
洋
薬
の
名
貝
も
口
元
だ
け
は
お

ぼ
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ん
が
（
後
略
）
」
（
『
安
愚
楽
鍋
』
藪
医
生
）

　
『
七
偏
人
』
以
降
の
「
な
い
け
れ
ぱ
」
は
、
例
3
4
の
よ
う
に
、
江
戸
町
人

の
言
葉
遺
い
を
残
す
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
な
け
れ
ば
」

は
、
例
3
5
の
よ
う
に
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
に
よ
っ
て
も
、
例
3
6

の
よ
う
に
江
戸
町
人
の
言
葉
遺
い
を
し
て
い
な
い
人
物
に
よ
っ
て
も
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
表
1
、
表
2
に
見
る
よ
う
に
、
形
容
詞
型
の
仮
定
条
件
表
現
に
お
い
て
、

「
1
く
は
」
が
衰
退
し
て
「
－
け
れ
ば
」
専
用
へ
と
移
っ
た
時
期
と
、
「
な
い

け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
と
変
化
し
た
時
期
は
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
で

あ
り
、
そ
の
時
期
は
、
『
七
偏
人
』
の
頃
、
つ
ま
り
一
八
五
〇
年
頃
で
あ
る
。

四
節
で
、
『
七
偏
人
』
以
降
に
、
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
現
が
「
ー
く
は
」
「
ー
け

れ
ば
」
並
用
か
ら
「
－
け
れ
ば
」
専
用
へ
と
な
る
こ
と
を
具
体
的
な
例
か
ら

指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
、
形
容
詞
の
活
用
の
中
で
「
1
け
れ
」
が
仮
定
形
と

し
て
再
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
、
坂
梨
（
一
九
七
ご
∵
一

九
九
五
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
は
、
同

じ
江
戸
末
期
に
、
徐
々
に
形
容
詞
型
の
活
用
体
系
を
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
仮
定
形
「
な
け
れ
」
に
つ
い
て
は
、
『
七
偏
人
』
の
時
期
に
形
容
詞

の
仮
定
形
「
1
け
れ
」
の
再
整
備
が
影
響
を
与
え
て
、
「
な
い
け
れ
ば
」
に
変

え
て
『
な
け
れ
ば
」
と
い
う
形
を
定
着
さ
せ
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
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五
二
一
　
「
な
い
な
ら
」

　
こ
の
時
期
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
場
合
も
、
例
3
7
の
よ
う
に
「
な
ら

ば
」
、
例
3
8
の
よ
う
に
「
な
ら
」
が
つ
い
て
仮
定
条
件
を
表
す
例
が
見
ら
れ
た
。

3738

「
お
京
さ
ん
、
淋
し
か
ら
ふ
が
能
留
守
を
し
て
お
呉
よ
。
夫
と
も
淋
し

く
ヅ
て
行
な
ひ
な
ら
ぱ
、
私
と
同
伴
に
本
宅
へ
お
出
か
」
（
『
春
色
梅
美

婦
禰
』
峯
次
郎
↓
京
）

「
ヱ
・
イ
人
の
気
も
知
ら
ね
へ
で
、
む
だ
口
所
か
書
く
其
慮
ら
に
、

誰
も
見
え
ね
へ
な
ら
、
お
前
は
そ
の
草
軽
と
大
小
を
持
て
遊
て
く
ん
な
」

（
『
七
偏
人
』
茶
目
吉
↓
肢
助
）

　
｝
」
の
ほ
か
に
、
『
浮
世
風
呂
』
『
浮
世
床
』
で
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
十

「
な
ら
」
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
十
「
な
ら
」
は
、

例
3
7
の
よ
う
に
、
申
流
階
層
以
上
の
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
り
、
例
3
8

の
よ
う
に
江
戸
町
人
の
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ほ
か
に
も
、
上
方
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
た
。
な
お
、

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
動
詞
に
お
け
る
「
1
－
・
な
ら
」

が
2
3
例
見
ら
れ
る
が
、
形
容
詞
の
場
合
と
同
様
、
本
稿
に
お
け
る
調
査
で
は
、

打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
十
「
な
ら
」
も
全
体
で
は
用
例
数
が
少
な
く
、
そ

の
存
在
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

穴
　
　
「
な
い
げ
れ
ぱ
」

へ
の
影
響

　
以
上
、
形
容
詞
と
打
消
の
助
動
調

変
化
を
見
て
き
た
。
形
容
詞
の
場
合
は

「
な
い
」
に
つ
い
て
仮
定
条
件
表
現
の

「
1
く
は
」
「
－
け
れ
ば
」
並
用
か
ら

「
1
け
れ
ば
」
専
用
へ
の
変
化
で
あ
り
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
場
合
は

「
な
い
け
れ
ぱ
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
の
変
化
で
あ
る
。

　
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
現
が
「
1
く
は
」
と
「
－
け
れ
ば
」
と
の
並
用
で

は
な
く
、
「
ー
け
れ
ば
」
専
用
に
な
っ
た
こ
と
で
、
形
容
詞
の
活
用
語
尾
、
「
ー
け

れ
」
は
形
容
詞
の
仮
定
形
と
し
て
確
立
し
、
現
代
目
本
語
へ
と
続
い
て
い
く

形
容
詞
の
活
用
体
系
が
再
整
備
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
形
容
詞
に
お
け

る
活
用
体
系
の
再
整
備
が
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
に
も
影
響
し
て
い
く
。

す
な
わ
ち
、
一
八
五
〇
年
頃
、
徐
々
に
形
容
詞
型
の
活
用
体
系
を
整
備
し
つ

つ
あ
っ
た
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
は
、
そ
の
仮
定
条
件
表
現
に
も
形
容
詞

型
の
活
用
体
系
を
取
り
入
れ
、
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ぱ
」
へ
と
変

化
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
本
稿
の
調
査
で
は
、
『
浮
世
風
呂
』
以
降

の
作
晶
に
は
、
「
近
い
け
れ
ぱ
」
の
よ
う
な
、
形
容
詞
の
連
体
形
に
「
け
れ
ば
」

が
付
く
形
で
仮
定
条
件
を
表
す
も
の
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
注
胴
。
こ
の
よ
う
な
、

仮
定
条
件
表
現
と
し
て
の
「
形
容
詞
の
連
体
形
十
け
れ
ば
」
が
存
在
し
な
か
つ

た
こ
と
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
が
形
容
詞
型
の
活
用
体
系
を
整
備
し

て
い
く
上
で
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
仮
定
条
件
表
現
で
あ
る
「
な
い

け
れ
ば
」
の
形
を
保
持
し
続
け
る
基
盤
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
な

い
け
れ
ば
」
は
、
形
容
詞
に
傲
っ
て
活
用
体
系
を
整
備
し
て
い
く
打
消
の
助

動
詞
「
な
い
」
に
と
っ
て
は
、
不
安
定
な
形
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
形
容
詞
に
は
、
「
な
い
け
れ
ば
」
の
支
持
基
盤
が
な
か
っ
た
こ

と
も
、
打
消
の
助
動
詞
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ

の
変
化
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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七
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
作
晶
を
用
い
て
、
形
容
詞

の
条
件
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
条
件
表
現
の

変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
形
容
詞
の
仮
定
条

件
表
現
が
『
七
偏
人
』
の
頃
、
つ
ま
り
、
一
八
五
〇
年
頃
に
「
ー
く
は
」
「
1
け

れ
ぱ
」
並
用
か
ら
「
1
け
れ
ば
」
専
用
へ
と
移
り
、
形
容
詞
の
活
用
体
系
が

再
整
傭
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」

の
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
の
変
化
も
こ
の
形
容
詞
に
お
け
る

活
用
体
系
の
再
整
傭
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　
今
回
の
調
査
で
は
「
た
ら
」
を
用
い
た
仮
定
条
件
表
現
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
誇
も
の
の
、
現
代
目
本
語
で
は
「
体
調
が
よ
か
っ
た
ら
、
出
か
け
る
｝
」
と

が
で
き
た
の
に
」
や
「
寝
坊
し
な
か
っ
た
ら
間
に
合
つ
た
の
に
」
の
よ
う
に
、

形
容
詞
や
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
の
連
用
形
に
「
た
ら
」
を
つ
け
て
仮
定

条
件
を
あ
ら
わ
す
｝
」
と
が
出
来
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
お
け
る
「
た
ら
」
を

含
め
た
形
容
詞
の
仮
定
条
件
表
現
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

注
－
　
小
林
賢
次
氏
に
よ
る
一
連
の
研
究
な
ど
。

注
2
　
松
村
（
一
九
五
七
）
は
、
「
主
と
し
て
五
段
活
用
の
動
詞
に
は
、
こ
の
未
然
形

　
に
「
ぱ
」
が
付
い
て
条
件
を
示
す
言
い
方
が
残
っ
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
松
村
（
一
九
七
七
）
二
一
二
ぺ
ー
ジ
）

注
3
　
本
稿
で
は
以
下
、
「
1
く
は
」
は
、
「
形
容
調
遵
用
形
十
ハ
」
及
び
そ
の
融

　
合
形
を
、
「
1
け
れ
ば
」
は
、
「
形
容
調
已
然
形
（
仮
定
形
）
十
バ
」
及
び
そ
の
融

　
合
形
を
表
す
。

注
4
　
奥
村
（
一
九
九
七
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

注
5
　
松
村
（
一
九
七
七
）
ニ
ニ
四
∫
＝
二
五
ぺ
ー
ジ

注
6
　
小
松
（
一
九
八
二
）
五
五
二
∫
五
五
四
ぺ
ー
ジ

注
7
　
吉
川
く
一
九
七
一
）
五
二
五
ぺ
ー
ジ

注
8
　
松
村
（
一
九
五
七
）
や
小
松
（
一
九
八
二
）
の
ほ
か
に
、
湯
沢
（
一
九
五
四
）
で

　
も
形
容
詞
の
仮
定
条
件
を
表
す
の
に
「
1
く
は
」
と
「
－
け
れ
ぱ
」
の
両
形
が

　
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
坂
梨
（
一
九
八
二
）
で
は
、
上
方
語
の

　
例
で
あ
る
が
、
形
容
詞
の
仮
定
条
件
に
「
1
く
は
」
と
「
1
け
れ
ば
」
の
両
方

　
の
用
例
を
挙
げ
て
い
る
。

淺
9
　
表
1
に
は
、
「
ー
く
は
」
の
「
は
」
が
濁
音
で
あ
る
「
－
ク
バ
」
、
「
ー
ク
ハ
」

　
の
融
合
形
で
あ
る
「
－
カ
ア
」
、
漢
文
調
読
読
み
の
「
－
ク
ン
バ
」
も
含
む
。
ま

　
た
、
「
1
け
れ
ば
」
に
は
融
合
形
で
あ
る
「
ー
ケ
リ
ヤ
」
「
ー
キ
ヤ
」
も
含
む
。

注
1
0
　
表
2
に
は
、
「
な
い
け
り
や
」
な
ど
の
融
合
形
も
用
例
数
に
含
ま
れ
て
い
る
。

注
u
　
本
稿
で
は
、
以
下
の
作
品
を
資
料
に
周
い
た
。
（
作
品
成
立
頗
。
（
）
内

　
は
成
立
年
）

　
『
浮
世
風
呂
』
（
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
∫
文
化
十
（
一
八
＝
二
）
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
本
古
典
文
学
大
系

　
『
四
十
八
癬
』
（
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
｛
文
化
十
五
（
一
八
一
八
）
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潮
貝
本
古
典
集
成

　
『
浮
世
床
』
（
文
化
十
（
一
八
二
二
）
年
｛
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
本
古
典
文
学
全
集

　
『
八
笑
人
』
（
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
∫
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
）
同
本
名
薯
全
集

　
『
春
色
梅
児
替
美
』
（
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年
）
　
　
　
　
目
本
古
典
文
学
大
系

　
『
春
色
辰
巳
園
』
（
天
保
四
（
一
八
三
三
）
年
）
　
　
　
　
日
本
古
典
文
学
大
系

　
『
春
色
梅
美
婦
禰
』
（
天
保
二
一
（
一
八
四
一
）
年
）
　
　
　
　
　
　
　
岩
波
文
庫

　
『
七
煽
人
』
（
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
｛
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
）
日
本
名
薯
全
集

　
『
春
色
江
戸
紫
』
（
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
）
　
　
　
　
　
　
江
戸
軟
派
全
集

　
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
（
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
∫
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
波
文
庫
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『
安
愚
楽
鍋
』
（
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
｛
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
文
学
全
集

注
1
2
　
表
1
、
表
2
の
用
例
数
は
、
条
件
表
現
の
み
で
、
形
態
を
同
じ
く
す
る
並

　
立
用
法
は
除
ぐ
。
並
立
用
法
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
銭
金
も
な
け
り
や
ア
、
情
も
ね
へ
の
ス
」

（
『
四
十
八
癖
』
）

注
1
3
　
奥
村
（
一
九
九
七
）
三
八
五
二
九
ぺ
ー
ジ

注
雌
　
奥
村
（
一
九
九
七
）
三
九
ぺ
－
－
ジ
で
も
指
摘
し
て
い
る
。

注
1
5
　
『
春
色
梅
葵
婦
禰
』
以
前
の
「
わ
る
い
」
は
三
例
見
ら
れ
、
全
て
「
ー
く

　
は
」
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
『
七
偏
人
』
以
降
の
「
わ
る
い
」
も
三
例
見
ら
れ
た

　
が
、
『
七
煽
人
』
以
降
で
は
、
全
て
「
ー
け
れ
ば
」
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

注
1
6
　
た
だ
、
こ
の
形
は
酒
落
本
に
見
ら
れ
、
湯
沢
（
一
九
五
四
）
で
は
「
こ
の
種

　
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な
く
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
よ
う
で

　
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
五
七
五
ぺ
ー
ジ
）
。
な
お
、
湯
沢
（
一
九
五
四
）
に
あ

　
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

お
め
工
さ
ん
の
評
判
だ
つ
て
、

す
る
か
ら
ね

あ
ん
ま
り
足
が
近
い
け
れ
ば
能
く
も
な
し

注
1
7
　
金
沢
（
一
九
九
四
）
に
よ
る
と
、
上
方
語
で
は
あ
る
が
、
元
治
元
（
一
八
六
四
）

　
年
頃
に
版
行
さ
れ
た
と
恩
わ
れ
る
同
穴
さ
が
し
心
の
内
そ
と
』
に
「
形
容
詞
十

　
た
ら
」
の
例
が
一
例
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
マ
こ

　
　
　
お
そ
か
つ
た
ら
お
も
て
し
め
く
て
お
く
れ
な
さ
れ

蜜
審
文
献

奥
村
彰
悟
（
一
九
九
六
）
「
江
戸
語
に
お
け
る
「
な
い
け
れ
ば
」
1
酒
落
本
に
お
け
る

　
　
　
　
打
消
の
助
動
調
を
用
い
た
条
件
表
現
1
」
『
筑
波
冒
本
語
研
究
』
創
刊
号

　
　
　
　
　
筑
波
大
学
文
芸
二
冒
語
研
究
科
　
貝
本
語
学
研
究
室

奥
村
彰
悟
（
一
九
九
七
）
「
「
な
い
け
れ
ば
」
か
ら
「
な
け
れ
ば
」
へ
1
一
九
世
紀
に

　
　
　
　
お
け
る
打
消
の
助
動
調
「
な
い
」
の
仮
定
形
1
」
『
目
本
語
と
日
本
文
学
』
2
5

　
　
　
　
　
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会

金
沢
裕
之
（
一
九
九
四
）
「
明
治
大
阪
語
の
仮
定
表
現
」
『
国
語
と
国
文
学
』
7
1
－
7

小
林
賢
次
（
一
九
九
六
）
『
貝
本
語
条
件
表
現
史
の
研
究
』
ひ
つ
じ
書
房

小
松
寿
雄
（
一
九
八
二
）
「
近
代
の
文
法
皿
（
江
戸
篤
）
」
『
講
座
国
語
史
4
　
文
法
史
』

　
　
　
　
、
第
六
章
　
大
修
館
書
店

阪
倉
篤
義
（
一
九
五
八
）
「
条
件
表
現
の
変
遷
」
『
国
語
学
』
3
3

坂
梨
隆
三
（
一
九
七
三
）
「
江
戸
時
代
の
打
消
表
現
に
つ
い
て
」
『
岡
山
大
学
法
文
学

　
　
　
　
部
学
術
紀
要
』
3
3

坂
梨
隆
三
（
一
九
八
二
）
「
近
代
の
文
法
皿
（
上
方
篇
）
」
『
講
座
国
語
史
4
　
文
法
史
』

　
　
　
　
第
六
章
　
大
修
館
書
店

坂
梨
隆
三
（
一
九
九
五
）
「
打
消
の
助
動
調
「
な
い
」
の
発
達
」
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
㎜

中
村
通
夫
（
一
九
五
九
）
「
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
の
表
現
に
つ
い
て
」
『
中
央
大
学

　
　
　
　
文
学
部
紀
要
文
学
科
』
7

松
村
　
明
（
一
九
五
七
）
「
近
代
の
文
法
－
江
戸
語
か
ら
東
京
語
へ
1
」
『
目
本
文
法

　
　
　
　
講
座
　
第
三
巻
　
文
法
史
』
明
治
書
院
　
（
松
村
（
一
九
七
七
）
『
近
代
の

　
　
　
　
国
語
　
江
戸
か
ら
現
代
へ
』
桜
欄
杜
　
所
収
）

湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
五
四
）
『
江
戸
言
葉
の
研
究
』
明
治
書
院

吉
川
泰
雄
（
一
九
七
一
）
「
「
善
く
ば
」
「
為
ず
ば
」
な
ど
の
濁
音
形
に
つ
い
て
」
『
金

　
　
　
　
囲
一
博
士
米
寿
記
念
論
集
』
三
省
堂
（
『
論
集
　
賓
本
語
研
究
　
一
四

　
　
　
　
近
世
語
』
所
収
）

（
一
九
九
八
年
九
月
十
日
受
理
）
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