
漢
字
で
日
本
語
の
物
語
を
つ
づ
る
た
め
の
技
術

～
太
安
萬
侶
た
ち
の
工
夫
～

犬

飼

隆

一

二
〇
一
二
年
は
古
事
記
千
三
百
年
と
さ
れ
て
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ

た
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
古
事
記
の
成
立
事
情
は
明
瞭
で
な
い
。
古
事
記
そ

の
も
の
の
序
に
元
明
天
皇
の
﹁
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
﹂
詔
に
よ
っ
て
選
録
さ

れ
﹁
和
銅
五
年
正
月
二
十
八
日
﹂
付
け
で
太
安
萬
侶
が
献
上
し
た
と
あ
る
の
を

信
ず
る
限
り
で
、
千
三
百
年
な
の
で
あ
る
。
太
安
萬
侶
は
続
日
本
紀
に
記
事
の

あ
る
実
在
の
人
物
で
墓
誌
も
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
古
事
記
が
全
く
の
偽
書

で
あ
る
可
能
性
は
大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
今
日
私
た
ち
が
﹁
古
事
記
﹂
と
し

て
見
て
い
る
も
の
と
、
そ
の
序
に
選
録
さ
れ
た
と
あ
る
も
の
と
が
同
一
で
あ
る

保
証
は
得
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
複
数
の
研
究
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
八

世
紀
後
半
以
後
に
、
序
に
書
か
れ
て
い
る
時
代
に
仮
託
し
て
書
か
れ
た
可
能
性

も
消
え
な
い
。
ま
た
、
本
文
は
八
世
紀
前
半
に
選
録
さ
れ
た
と
し
て
、
序
は
後

世
に
付
け
ら
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
向
き
も
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
通
常

の
史
書
の
序
と
異
な
り
上
表
文
の
様
式
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
古
事
記
の
文
体
に
は
ふ
さ
わ

し
い
と
い
う
議
論
も
成
り
立
ち
得
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
和
銅
五
年
成
立
説
の
支

え
と
し
て
、
古
事
記
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
が
整
然
と
し

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
筆
者
の
印
象
で
は

整
い
す
ぎ
て
い
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
後
世
仮
託
説
の
支
え
に
も
な
り
得
る
で

あ
ろ
う
。
筆
者
は
音
韻
の
状
態
の
自
然
な
反
映
で
は
な
く
人
為
的
に
整
備
さ
れ

た
書
記
形
態
を
想
定
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
紙
数
で
そ
の
問
題
を
深
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

本
稿
は
、
右
の
重
大
な
問
題
を
一
時
棚
上
げ
し
て
、
西
暦
七
一
一
～
七
一
二

年
の
半
年
足
ら
ず
の
間
に
選
録
さ
れ
た
と
い
う
仮
定
に
た
つ
と
、
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
言
え
る
か
を
述
べ
る
。
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二

い
つ
成
立
し
た
か
と
い
う
問
題
を
棚
上
げ
し
て
、
な
お
、
本
題
に
入
る
前
に

考
察
し
て
お
く
べ
き
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
日
本
書
紀
と
の
関
係
で
あ
る
。
日

本
書
紀
巻
二
十
九
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
の
十
年
︵
六
八
一
︶
に
次
の

詔
が
発
せ
ら
れ
た
。

○
三
月
⋮
丙
戌
、
天
皇
御
于
大
極
殿
、
以
詔
川
嶋
皇
子
、
忍
壁
皇
子
、
広
瀬
王

⋮
大
山
上
中
臣
連
大
嶋
、
大
山
下
平
群
臣
子
首
、
令
記
定
帝
紀
及
上
古
事
。
大

嶋
、
子
首
親
執
筆
以
録
焉
。

こ
れ
が
日
本
書
紀
の
も
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
次
の
続

日
本
紀
巻
八
の
記
事
に
あ
る
と
お
り
、
養
老
四
年
︵
七
二
〇
︶
に
奏
上
さ
れ
ま

で
、
編
纂
作
業
は
四
十
年
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

○
五
月
⋮
一
品
舎
人
親
王
奉
勅
修
日
本
紀
。
至
是
功
成
奏
上
。
紀
卅
巻
、
系
図

一
巻
。

た
だ
し
、
続
日
本
紀
の
巻
六
、
和
銅
七
年
︵
七
一
四
︶
二
月
の
記
事
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。
こ
の
と
き
に
日
本
書
紀
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
と
考
え
る
説
も

あ
る
が
、
理
由
が
あ
っ
て
編
纂
事
業
に
節
目
を
設
け
た
と
み
る
説
が
有
力
で
あ

る
︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
一
﹄
二
二
〇
頁
注
九
参
照
︶。

○
戊
戌
、
詔
従
六
位
上
紀
朝
臣
清
人
、
正
八
位
下
三
宅
臣
藤
麻
呂
、
令
撰
国
史
。

編
纂
作
業
は
京
内
の
役
所
で
継
続
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
十
数
年
前
、

藤
原
京
の
発
掘
に
お
い
て
、﹁
壬
申
﹂﹁
大
津
﹂
等
、
壬
申
の
乱
を
想
起
さ
せ
る

字
句
を
書
い
た
削
り
屑
が
発
見
さ
れ
、
日
本
書
紀
編
纂
の
作
業
現
場
の
跡
か
と

話
題
に
な
っ
た
。
完
成
し
た
も
の
を
紙
に
清
書
す
る
前
に
、
木
簡
を
冊
に
し
て

推
敲
を
す
す
め
る
作
業
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
校
訂
に
よ
っ
て
生
じ
た
削
り
屑

が
他
の
も
ろ
も
ろ
の
塵
と
と
も
に
捨
て
ら
れ
た
事
情
を
想
起
さ
せ
る
出
土
状
況

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
伴
っ
て
出
土
し
た
桃
の
種
は
書
き
手
が
作
業
中

に
消
費
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
編
纂
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
間
、
編
纂
中
の
も
の
を
閲
覧
で
き
る

機
会
が
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
想
像
と
し
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
和
銅
四
年
に
古

事
記
の
選
録
が
行
わ
れ
た
と
し
て
︵
以
下
、
こ
の
留
保
の
語
句
を
い
ち
い
ち
に

書
か
な
い
︶、
選
録
者
た
ち
が
編
纂
中
の
日
本
書
紀
を
参
照
し
な
か
っ
た
と
は

考
え
難
い
。

古
事
記
の
序
の
な
か
に
天
武
天
皇
が
帝
紀
と
旧
辞
の
編
纂
を
命
ぜ
ら
れ
た
と

い
う
次
の
記
事
が
あ
る
。

三
八



○
選
録
帝
紀
、
討
竅
旧
辞
、
削
偽
定
実
、
欲
流
後
葉
。

こ
れ
は
先
に
あ
げ
た
日
本
書
紀
の
天
武
十
年
の
記
事
の
事
情
を
さ
し
て
い
る

と
考
え
て
良
い
。
次
の
段
落
に
述
べ
る
よ
う
に
、
和
銅
四
年
に
は
後
に
日
本
書

紀
に
な
る
も
の
の
原
形
が
ひ
と
ま
ず
成
立
し
て
い
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
再
編
を
要
す
る
事
情
が
生
じ
て
、
先
に
あ
げ
た
和
銅
七
年
︵
七
一

四
︶﹁
令
撰
国
史
﹂
詔
が
出
さ
れ
、
養
老
四
年
︵
七
二
〇
︶
に
完
成
を
み
た
と
い

う
事
情
を
想
定
す
る
。

再
編
を
要
す
る
事
情
と
は
、
お
そ
ら
く
、
久
し
ぶ
り
に
派
遣
し
た
遣
唐
使
が

も
た
ら
し
た
世
界
情
勢
で
あ
ろ
う
。
藤
原
京
が
完
成
し
律
令
を
定
め
て
体
制
を

整
え
た
つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
が
、
全
く
通
用
し
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
大
宝
元
年
︵
七
〇
一
︶
に
任
命
さ
れ
て
翌
年
出
発
し
た
大
使

粟
田
真
人
は
同
四
年
に
慌
た
だ
し
く
帰
国
し
た
。
急
い
で
そ
れ
を
伝
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
驚
愕
し
た
大
和
朝
廷
は
、
平
城
京
の
造
営
を
は
じ
め
早
速

に
い
く
つ
も
の
対
応
策
を
と
っ
た
。
お
そ
ら
く
完
成
を
み
て
い
た
で
あ
ろ
う
日

本
の
正
史
も
東
ア
ジ
ア
の
国
際
規
格
に
あ
わ
せ
て
書
き
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
長
年
に
わ
た
り
編
纂
さ
れ
て
き
た
日
本
の
帝
紀
と
旧
辞

に
な
る
べ
き
文
献
の
素
材
か
ら
、
ま
ず
原
日
本
書
紀
が
成
り
、
次
に
古
事
記
が

成
り
、想
を
改
め
て
日
本
書
紀
が
成
っ
た
と
い
う
事
情
を
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

三

記
と
紀
は
、
前
節
に
述
べ
た
事
情
か
ら
、
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
共

通
の
と
こ
ろ
が
多
く
あ
る
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
が
モ
の
甲
乙
の
別
の
有
無
を

除
い
て
共
通
す
る
の
も
そ
れ
故
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
文
体
は
、

記
と
紀
は
全
く
異
な
る
。
日
本
書
紀
は
正
格
の
漢
文
体
を
め
ざ
し
た
。
東
ア
ジ

ア
世
界
の
中
で
の
日
本
の
正
史
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
は
日
本
語

で
歴
史
を
書
こ
う
と
し
た
。
そ
の
理
由
を
学
問
と
し
て
推
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
元
明
天
皇
が
後
に
聖
武
天
皇
と
な
る
孫
の
皇
子
に
皇
統
の
次
第
を
語
っ
て

聞
か
せ
よ
う
と
し
た
事
情
を
筆
者
は
想
像
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
学
的
に
証
明

の
及
ぶ
性
格
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
も
棚
に
上
げ
て
先
に
進
む
ほ
か
な
い
。

事
実
と
し
て
、
い
ま
私
た
ち
が
見
る
古
事
記
は
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
本
稿
の
考
察
が
は
じ
ま
る
。

歴
史
を
漢
文
で
な
く
日
本
語
で
書
こ
う
と
し
た
と
き
口
語
の
も
の
が
た
り
を

も
と
に
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
古
事
記
の
序
に
先
に
あ
げ
た
記
事
に
続
い
て
次

の
記
事
が
あ
る
。
勅
の
主
体
は
天
武
天
皇
で
あ
る
。

○
即
、
勅
語
阿
礼
、
令
誦
習
帝
皇
日
継
及
先
代
旧
辞
。

﹁
誦
﹂
と
は
文
字
通
り
に
は
ふ
し
を
つ
け
て
そ
ら
よ
み
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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こ
れ
に
よ
り
稗
田
阿
礼
が
日
本
の
歴
史
を
口
で
語
っ
た
と
い
う
想
定
が
生
ま
れ

た
。
そ
れ
は
実
際
に
行
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
問
題

で
は
な
い
。
本
稿
の
論
述
に
関
与
的
な
の
は
、
歴
代
の
天
皇
た
ち
の
事
績
を
日

本
語
で
記
述
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
採
用
す
べ
き
文
章
様
式
が
存
在
し
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
語
の
文
語
は
存
在
せ
ず
、
口
語
の
も

の
が
た
り
を
何
ら
か
の
形
で
文
字
化
す
る
ほ
か
選
択
の
余
地
が
な
か
っ
た
。
多

く
の
文
化
は
歴
史
の
口
承
を
も
っ
て
い
る
。
古
代
日
本
に
も
あ
っ
た
可
能
性
は

大
き
い
が
、
そ
の
こ
と
自
体
の
是
非
に
も
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。
以
下
、

七
世
紀
の
日
本
に
歴
史
の
口
承
が
あ
り
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
文
字
化
し
よ

う
と
し
た
と
き
、ど
の
よ
う
な
技
術
的
基
盤
が
あ
っ
た
か
と
い
う
本
題
に
入
る
。

古
事
記
の
本
文
の
う
ち
人
身
天
皇
代
の
各
天
皇
条
は
、
は
じ
め
に
天
皇
の
系

譜
が
あ
り
、
全
体
の
地
に
あ
た
る
物
語
的
な
部
分
の
記
述
が
あ
り
、
そ
の
な
か

に
歌
謡
が
挟
み
込
ま
れ
る
と
き
が
あ
り
、
最
後
に
崩
御
の
年
齢
と
陵
の
場
所
を

記
す
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
八
世
紀
初
頭
ま

で
に
開
発
さ
れ
て
い
た
以
下
の
よ
う
な
漢
字
使
用
の
技
術
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

と
推
定
す
る
。

四

ま
ず
系
譜
の
部
分
は
、
律
令
制
度
の
名
籍
類
の
様
式
を
使
っ
た
と
筆
者
は
推

定
す
る
。
そ
の
主
な
根
拠
は
﹁
次
﹂
字
の
用
法
で
あ
る
。
古
事
記
の
系
譜
は
、

兄
弟
姉
妹
た
ち
を
列
挙
す
る
際
、
出
生
順
に
﹁
○
○
、
次
◎
◎
、
次
●
●
⋮
﹂

の
よ
う
に
書
き
継
ぐ
。
上
巻
の
神
々
た
ち
の
出
現
に
も
同
じ
く
﹁
次
﹂
字
が
使

わ
れ
る
。
例
と
し
て
崇
神
天
皇
条
の
一
節
を
示
す
。

○
此
天
皇
、
娶
木
国
造
、
名
荒
刀
弁
之
女
、
遠
津
年
魚
目
々
微
賣
、
生
御
子
、

豊
木
入
日
子
命
、
次
、
豊
木
入
日
賣
命
。
又
、
娶
尾
張
連
之
祖
、
意
冨
阿
麻
比

賣
、
生
御
子
、
大
入
杵
命
、
次
、
八
坂
入
日
子
命
、
次
、
沼
名
木
之
入
日
賣
命
、

次
、
十
市
之
入
日
賣
命
。

そ
の
と
き
、
男
女
を
別
に
し
な
い
。
中
国
の
史
書
で
も
兄
弟
姉
妹
の
次
序
を

示
す
た
め
に
﹁
次
﹂
字
が
使
わ
れ
る
が
、
必
ず
男
女
に
分
け
て
、
兄
弟
の
う
ち

で
﹁
△
△
、
次
▽
▽
、
次
▲
▲
⋮
﹂
の
よ
う
に
記
述
し
た
後
に
姉
妹
の
う
ち
で

同
様
に
記
述
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
と
中
国
と
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
の
な
か
で
の

性
別
に
関
す
る
認
識
の
相
違
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
認
識
の
相
違
と
は
、
約
言
し

て
言
え
ば
、
中
国
で
は
古
来
家
族
の
あ
り
方
が
男
系
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は

古
代
に
は
男
女
双
系
で
あ
っ
た
こ
と
を
さ
す
。

こ
の
﹁
次
﹂
字
の
用
法
は
、
正
倉
院
文
書
の
う
ち
大
宝
二
年
度
の
御
野
国
戸

籍
と
和
銅
元
年
の
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
も
見
ら
れ
る
。
兄
弟
の
な
か
で
の
次

序
を
﹁
次
﹂
字
で
示
し
、
姉
妹
の
な
か
で
の
次
序
も
同
様
に
示
す
の
で
あ
る
。
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結
果
的
に
﹁
次
﹂
字
の
用
法
は
中
国
の
史
書
と
同
じ
に
な
り
、
古
事
記
と
は
相

違
す
る
が
、
字
そ
の
も
の
の
用
法
と
し
て
み
れ
ば
同
じ
で
あ
る
。
相
違
の
要
因

は
、
適
用
さ
れ
る
文
脈
の
違
い
で
あ
る
。
御
野
国
戸
籍
は
、
家
族
構
成
員
の
う

ち
男
を
ま
と
め
て
記
載
し
た
の
ち
に
女
を
ま
と
め
て
記
載
す
る
。
現
代
の
概
念

で
兄
と
妹
、
姉
と
弟
に
あ
た
る
家
族
構
成
員
が
続
け
て
書
か
れ
る
こ
と
が
な
い

の
で
あ
る
。
古
事
記
に
は
そ
の
よ
う
な
制
約
が
な
い
の
で
、
古
代
日
本
の
家
族

制
度
に
従
っ
て
男
女
を
別
に
せ
ず
出
生
順
に
書
い
た
と
考
え
て
良
い
。

同
じ
大
宝
二
年
度
に
は
筑
前
、
豊
前
、
豊
後
の
九
州
三
国
の
戸
籍
も
現
存
す

る
が
、
そ
れ
ら
は
家
族
構
成
員
を
す
べ
て
戸
主
と
の
続
柄
で
示
す
。
現
代
の
概

念
で
兄
と
弟
、
姉
と
妹
に
あ
た
る
家
族
構
成
員
が
、
記
載
に
お
い
て
続
け
て
書

か
れ
る
と
き
、
二
人
の
間
柄
は
い
ち
い
ち
に
示
さ
れ
ず
、
一
律
に
戸
主
の
﹁
男
﹂

﹁
女
﹂
と
さ
れ
る
。
兄
で
あ
る
か
弟
で
あ
る
か
は
掲
載
順
と
年
齢
で
知
ら
れ
る
。

こ
の
様
式
は
中
国
の
律
令
制
下
の
戸
籍
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
養
老
五
年
度

の
下
総
国
戸
籍
や
天
平
年
間
の
計
帳
も
す
べ
て
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
。
戸
籍

の
な
か
で
御
野
国
だ
け
が
特
異
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳

の
存
在
と
あ
わ
せ
て
、
八
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
戸
籍
の
様
式
が
二
つ
あ
っ
た

と
み
な
す
の
が
通
説
で
あ
る
。
一
般
に
御
野
が
古
い
東
山
道
様
式
、
九
州
そ
の

他
が
新
し
い
西
海
道
様
式
と
さ
れ
る
。

二
〇
一
二
年
七
月
に
九
州
の
太
宰
府
市
国
分
松
本
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
戸
籍

様
の
木
簡
︵
図
版
︶
が
公
表
さ
れ
た
。﹁

評
こ
ほ
り

﹂
と
冠
位
﹁
進
大
弐
﹂
が
書
か
れ

て
い
る
の
で
西
暦
六
八
五
～
七
〇
一
年
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
資

料
は
東
山
道
様
式
が
九
州
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
す
。
現
代
の
概

念
で
兄
と
弟
、
姉
と
妹
に
あ
た
る
家
族
構
成
員
が
続
け
て
記
載
さ
れ
る
と
き
、

戸
主
と
の
間
柄
︵
西
海
道
様
式
︶
で
な
く
、﹁
次
﹂
字
︵
東
山
道
様
式
︶
で
前
の

人
と
の
間
柄
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
に
﹁
戸
主
妹ヽ

夜
乎
女
﹂
の
よ
う

に
先
掲
の
人
と
の
家
族
関
係
を
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
も
御
野
国
戸

籍
の
人
名
の
い
く
つ
か
に
付
け
ら
れ
て
い
る
﹁
戸
主
甥ヽ

都
麻
利
﹂
な
ど
の
注
記

と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
宝
二
年
度
よ
り
古
い
年
度
に
は
、
東
山
道

様
式
の
戸
籍
が
御
野
国
以
外
で
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
こ
の

松
本
遺
跡
の
木
簡
は
六
年
一
回
の
造
籍
の
間
の
住
民
の
異
同
を
記
録
し
た
も
の

で
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
似
た
性
格
か
と
推
定
さ
れ
る
。
持
統
天
皇
の
四
年

︵
六
八
九
︶に
編
ま
れ
た
庚
寅
年
籍
後
の
異
同
と
い
う
こ
と
に
な
る︵
平
川
南﹁
太

宰
府
で
出
土

最
古
﹁
戸
籍
﹂﹂
讀
賣
新
聞
二
〇
一
二
年
八
月
一
日
文
化
面
記
事

に
よ
る
︶。

東
山
道
様
式
が
古
く
は
全
国
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
見
解
は
、
住
民
個
人

の
把
握
、
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
戸
籍
が
男
性
の
徴
兵
に
主
眼
を
置
い
て
編
纂

さ
れ
た
と
い
う
解
釈
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
西
海
道
様
式
は
各

戸
か
ら
の
徴
税
に
主
眼
を
置
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
徴
兵
の
重
視
は
、
対
外
的

に
天
智
天
皇
の
二
年
︵
六
六
三
︶
の
白
村
江
敗
戦
以
来
の
緊
張
関
係
、
国
内
で

は
陸
奥
国
設
置
に
伴
う
対
蝦
夷
戦
争
を
考
え
る
と
、
納
得
が
行
く
。
御
野
国
戸
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籍
が
ま
ず
男
を
ま
と
め
て
記
載
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
解
釈
に
都
合

の
良
い
徴
証
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
是
非
は
本
稿
の
趣
旨
に
は
大
き
く
関
与

し
な
い
。
関
与
的
な
の
は
、
御
野
国
戸
籍
と
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
見
ら
れ
る

﹁
次
﹂
字
の
用
法
が
九
州
の
地
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
、
ひ
い
て
は
全
国
で
も
行
わ

れ
た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
古
事
記
の
系
譜
部

分
は
、
名
籍
の
様
式
を
基
盤
に
し
て
書
か
れ
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

五

次
い
で
、
物
語
の
部
分
を
日
本
語
の
文
と
し
て
漢
字
で
書
く
技
術
的
な
基
盤

は
、
行
政
文
書
の
様
式
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
七
世
紀
後
半
に
は
い
わ
ゆ
る

変
体
漢
文
体
が
す
で
に
存
在
し
た
。
滋
賀
県
森
ノ
内
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡

の
一
つ
は
﹁
椋
直
傳
之
我
持
往
稲
者
︵
椋
の
直
傳
ふ
。
我
が
持
往
く
稲
は
︶
⋮
﹂

の
よ
う
に
漢
字
の
字
順
そ
の
ま
ま
に
よ
め
ば
日
本
語
の
語
順
に
な
る
こ
と
で
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
西
暦
七
二
〇
年

代
ま
で
の
木
簡
の
文
体
は
程
度
の
差
は
あ
る
が
正
格
の
漢
文
体
か
ら
離
れ
て
い

る
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
列
島
独
自
の
事
情
で
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
が
、
西
暦
五
五
二
年
ま
た
は
六
一
二
年
の
も

の
か
と
推
測
さ
れ
る
新
羅
の
壬
申
誓
記
石
に
は
二
人
の
青
年
が
国
の
た
め
に
尽

く
す
覚
悟
を
誓
う
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
字
順
も
新
羅
語
の
語
順
と
一

致
す
る
。
古
代
の
東
ア
ジ
ア
一
帯
で
漢
文
を
固
有
語
に
な
お
し
て
よ
む
︵
日
本

で
は
漢
文
訓
読
︶
こ
と
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に
固
有
語
を
漢
字
で
書
き
あ
ら
わ

す
試
み
が
行
わ
れ
、
六
世
紀
に
は
朝
鮮
半
島
で
固
有
語
に
即
し
た
文
体
が
開
発

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
記
技
術
は
日
本
列
島
に
継
続
的
に
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
が
、
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
初
頭
の
推
古
朝
に
一
つ
の
画
期
が
あ

り
、
次
の
画
期
は
天
智
、
天
武
、
持
統
朝
に
あ
る
。
唐
帝
国
の
成
立
と
新
羅
に

よ
る
半
島
の
統
一
と
い
う
国
際
情
勢
を
う
け
て
内
政
の
近
代
化
が
必
要
と
な
っ

た
。
そ
の
柱
の
一
つ
が
文
書
に
よ
っ
て
全
国
一
律
の
行
政
を
施
す
こ
と
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

七
世
紀
後
半
に
大
和
朝
廷
が
全
国
に
文
書
行
政
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
と

き
、
そ
の
様
式
は
、
ま
ず
は
六
世
紀
以
来
国
交
の
深
か
っ
た
百
済
か
ら
学
び
、

次
い
で
統
一
新
羅
か
ら
学
ん
だ
。
白
村
江
の
敗
戦
以
来
、
唐
と
の
文
化
面
で
の

交
流
は
基
本
的
に
断
絶
状
態
だ
っ
た
の
で
、
最
新
の
知
識
は
半
島
か
ら
取
り
入

れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
古
事
記
の
選
録
者
た
ち
が
天
皇
の
事
績
を
述

べ
る
日
本
語
の
文
章
を
書
こ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
行
政
用
の
変
体
漢
文

体
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
に
あ
げ
た
滋
賀
県
森
ノ
内
遺
跡
の
木
簡
の

用
字
は
、
接
続
詞
﹁
故
﹂
を
は
じ
め
、
古
事
記
に
お
け
る
漢
字
の
用
法
と
一
致

す
る
も
の
が
多
い
︵
拙
著
﹃
木
簡
に
よ
る
日
本
語
書
記
史
︻
増
訂
版
︼﹄
笠
間
書

院
二
〇
一
一
第
二
章
︶。
そ
れ
を
裏
返
し
に
し
て
見
れ
ば
、
古
事
記
の
漢
字
の

用
法
は
木
簡
等
の
行
政
文
書
を
書
く
様
式
を
基
盤
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
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で
あ
る
。六

そ
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
た
変
体
漢
文
体
の
物
語
的
な
部
分
の
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
に
歌
謡
が
さ
し
は
さ
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
清
寧
天
皇
条
の
歌
謡
を
除

い
て
、
す
べ
て
万
葉
仮
名
で
一
字
一
音
式
に
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

技
術
的
基
盤
は
、
歌
木
簡
を
作
成
す
る
経
験
で
確
立
さ
れ
て
い
た
。
今
の
と
こ

ろ
最
古
の
歌
木
簡
は
難
波
宮
跡
出
土
の
﹁
皮
留
久
佐
乃
⋮
﹂
木
簡
で
あ
る
。﹁
は

る
く
さ
の
⋮
﹂
と
い
う
五
七
五
七
七
の
韻
律
を
も
つ
韻
文
の
冒
頭
か
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
や
や
古
い
と
さ
れ
る
飛
鳥
山
田
寺
跡
出
土
の
文
字
瓦
に

刻
ま
れ
た
﹁
奈
尓
皮
﹂
と
い
う
字
句
は
﹁
難
波
津
の
歌
﹂
の
冒
頭
の
可
能
性
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
五
七
五
七
七
の
韻
律
の
日
本
語
韻
文
を
万
葉
仮
名

で
一
字
一
音
式
に
書
く
技
術
が
七
世
紀
半
ば
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
七
世
紀
末
に
は
﹁
難
波
津
の
歌
﹂
を
書
い
た
木
簡
が
何
点
か
存
在
す
る
。

そ
れ
ら
の
歌
木
簡
は
、
典
礼
の
場
で
日
本
語
の
韻
文
を
唱
え
る
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
席
で
使
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
︵
先
掲
拙
著
第
八
章
、
栄
原
永
遠
男

﹃
万
葉
歌
木
簡
を
追
う
﹄
和
泉
書
院
二
〇
一
一
︶。
古
事
記
の
歌
謡
は
、
そ
の
技

術
を
基
盤
に
し
て
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

散
文
を
書
き
あ
ら
わ
す
技
術
と
異
な
り
、
韻
文
を
一
字
一
音
式
に
書
く
技
術

は
日
本
列
島
で
独
自
に
開
発
さ
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
と
い
う
の
は
、
今
ま

で
の
と
こ
ろ
、
古
代
の
朝
鮮
半
島
で
韻
文
を
漢
字
の
表
音
機
能
を
使
っ
て
書
き

あ
ら
わ
し
た
と
確
実
に
み
な
さ
れ
る
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
四
字
四

句
、
計
十
六
字
か
ら
な
る
語
句
を
書
い
た
木
簡
が
複
数
あ
る
。
た
と
え
ば
二
〇

〇
三
年
に
扶
餘
陵
山
里
寺
か
ら
出
土
し
た
百
済
の
木
簡
は
﹁
宿
世
結
業
同
生
一

處
是
非
相
問
上
拝
白
來
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
最
後
の
字
は
﹁
了
﹂
あ
る
い
は

踊
り
字
に
よ
む
説
も
あ
る
。
韓
国
の
研
究
者
の
な
か
に
こ
れ
を
古
代
の
韻
文
と

み
な
す
説
が
あ
る
︵
た
と
え
ば
金
永
旭
﹁
百
濟
吏
讀
메
對
하
며
﹂﹃
口
訣
研
究
﹄

口
訣
学
会
二
〇
〇
三
︶
が
、
ま
だ
議
論
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
仏
教
系
の
語

11句
を
含
む
祈
り
の
文
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
韻
律
を
も
つ
固

有
語
を
書
い
た
も
の
か
否
か
は
証
明
が
及
ん
で
い
な
い
。

古
代
の
朝
鮮
半
島
で
人
名
、
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
の
語
音
を
漢
字
の
表
音

用
法
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
稲
荷
山
古
墳

出
土
鉄
剣
の
﹁
斯
鬼
︵
磯
城
︶﹂
な
ど
の
日
本
列
島
の
固
有
名
詞
の
仮
借
に
影
響

を
与
え
た
と
考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
古
事
記
の
固
有
名
詞
や
漢
字
の
訓
で

書
け
な
い
日
本
語
を
万
葉
仮
名
で
書
く
技
術
は
、
そ
の
伝
統
の
上
に
位
置
付
け

ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
、
古
代
の
朝
鮮
半
島
の
韻
文
を
同
じ
方
法
で
書
く
こ
と
も

可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
な
ぜ
日
本
列
島
の
歌
木
簡
に
相
当
す
る
も
の
が

見
つ
か
ら
な
い
の
か
、
今
は
こ
の
問
題
も
棚
上
げ
す
る
ほ
か
な
い
。
筆
者
は
日

本
語
の
開
音
節
構
造
が
一
字
一
音
式
を
要
請
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、
学
問
と
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し
て
ま
と
め
て
提
言
で
き
る
と
こ
ろ
に
は
達
し
て
い
な
い
。

七

こ
う
し
て
、
漢
字
の
訓
よ
み
を
主
体
に
し
て
万
葉
仮
名
に
よ
る
一
字
一
音
式

の
書
記
様
態
を
交
え
た
古
事
記
の
独
特
の
文
体
が
成
り
立
っ
た
。
し
か
し
、
な

お
考
察
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。
長
文
の
物
語
を
漢
字
で
書
き
つ
づ
る
経
験
は
蓄

積
が
な
か
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
森
ノ
内
遺
跡
の
手
紙
木
簡
は
全
文
四
十
九
字
、

現
代
語
に
訳
す
る
な
ら
セ
ン
テ
ン
ス
の
数
は
四
つ
で
あ
る
。
も
っ
と
字
数
の
多

い
木
簡
も
あ
る
が
、
総
じ
て
日
本
語
の
文
を
漢
字
の
訓
よ
み
で
つ
づ
っ
た
経
験

は
こ
の
程
度
の
蓄
積
し
か
な
か
っ
た
。
多
く
の
人
た
ち
が
様
々
に
ふ
る
ま
う
事

情
を
事
細
か
に
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
心
情
ま
で
を
表
現
し
、
読
み

手
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
書
く
た
め
に
、
古
事
記
の
選
録
者
た
ち
は
以
下
の
よ

う
な
工
夫
を
こ
ら
し
た
。

七
の
一

字
訓
の
制
限

西
暦
七
〇
〇
年
前
後
、漢
字
と
そ
の
訓
と
の
対
応
関
係
は
多
対
多
で
あ
っ
た
。

﹁
河
﹂
も
﹁
川
﹂
も
﹁
か
は
﹂
で
あ
り
、﹁
竹
﹂
も
﹁
丈
﹂
も
﹁
岳
﹂
も
﹁
た
け
﹂

で
あ
っ
た
。
古
事
記
の
選
録
者
た
ち
は
、
ま
ず
使
う
字
種
を
簡
素
に
し
た
。
古

事
記
に
使
わ
れ
て
い
る
字
種
は
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
全
一
四
八
二
字
で
あ
り
、

現
代
の
常
用
漢
字
表
よ
り
少
な
い
。
そ
し
て
、
字
に
あ
て
得
る
訓
の
な
か
か
ら

当
時
の
一
般
的
な
も
の
を
選
択
し
た
上
で
︵
先
掲
拙
著
第
二
章
の
一
．︶
現
代
の

漢
字
制
限
と
同
じ
発
想
を
と
っ
た
。
一
字
に
あ
て
る
訓
を
原
則
一
つ
に
限
ろ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
﹁
因
﹂﹁
由
﹂﹁
依
﹂
な
ど
は
い
ず
れ
も
動
詞
﹁
よ
る
﹂
の
訓
に
対

応
し
得
る
字
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
古
事
記
で
は
次
の
よ
う
に
よ
み
分
け
て
い
る

︵
小
林
芳
規
﹁
古
事
記
訓
読
に
つ
い
て
﹂
日
本
思
想
大
系
﹃
古
事
記
﹄
岩
波
書
店

一
九
八
二
︶。

因

接
続
詞
ヨ
リ
テ

例

卜
相
而
詔
之
、
因
女
先
言
而
不
良

︿
上
巻
国
生
条
﹀

由

名
詞
ユ
ヱ

例

其
河
謂
佐
韋
河
由
者

︿
中
巻
神
武
条
﹀

例

問
、
天
若
日
子
之
淹
留
所
由

︿
上
巻
葦
原
中
国
条
﹀

依

動
詞
ヨ
ル
・
ヨ
ス

例

御
櫛
依
于
海
辺

︿
中
巻
景
行
条
﹀

例

爾
、
稍
取
依
其
御
琴
而

︿
中
巻
神
功
皇
后
条
﹀

四
四



古
事
記
の
読
み
手
に
と
っ
て
、
あ
る
字
を
ど
の
訓
で
よ
む
か
選
択
の
幅
が
小

さ
く
、
し
か
も
ど
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
、
ま
と
を
し
ぼ
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
視
覚
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
が
標
準

化
さ
れ
た
。
古
事
記
の
文
字
列
は
、
声
に
出
し
て
よ
み
あ
げ
る
水
準
で
は
一
定

に
な
ら
な
く
と
も
、
日
本
語
の
文
章
と
し
て
ほ
ぼ
一
義
的
に
読
解
で
き
る
︵
亀

井
孝
﹁
古
事
記
は
よ
め
る
か
﹂﹃
古
事
記
大
成
３

言
語
文
字
篇
﹄
平
凡
社
一
九

五
七
︶
の
で
あ
る
。

七
の
二

万
葉
仮
名
の
字
種
の
操
作

漢
字
の
訓
よ
み
を
制
限
し
た
の
と
同
じ
発
想
で
、
古
事
記
の
歌
謡
は
原
則
と

し
て
一
つ
の
音
節
に
一
つ
の
字
体
を
あ
て
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
西
暦

七
〇
〇
年
当
時
に
よ
く
使
わ
れ
た
字
体
を
選
ん
で
い
る
。
日
本
書
紀
の
歌
謡

が
、
書
き
あ
ら
わ
し
た
い
音
節
の
音
価
に
中
国
に
お
け
る
字
音
が
で
き
る
限
り

近
い
字
を
選
択
し
、
そ
の
結
果
、
万
葉
仮
名
の
字
種
に
他
の
文
献
で
は
使
わ
れ

な
い
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

古
事
記
の
歌
謡
に
万
葉
仮
名
と
し
て
使
わ
れ
た
字
体
は
、
中
国
に
お
け
る
字

音
よ
り
も
日
本
語
の
音
節
に
あ
て
ら
れ
た
実
績
を
重
視
し
て
選
択
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
﹁
賀
﹂
は
中
国
に
お
け
る
字
音
が
当
時
す
で
に
濁
音
ガ
よ
り
も

清
音
カ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
っ
て
い
た
。
音
価
を
重
視
す
る
の
な
ら
濁
音
ガ
に
は

﹁
我
﹂
が
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。﹁
賀
﹂

が
採
用
さ
れ
た
動
機
は
、
清
音
カ
に
あ
て
る
﹁
加
﹂
に
対
す
る
視
覚
上
の
組
み

合
わ
せ
か
も
し
れ
な
い
。
連
濁
と
い
う
現
象
は
古
代
人
に
も
認
識
で
き
た
で
あ

ろ
う
。
語
頭
で
清
音
だ
っ
た
音
節
が
語
の
連
結
に
よ
っ
て
語
中
に
入
る
と
濁
音

に
な
る
の
で
あ
る
。
現
代
人
は
仮
名
に
濁
点
を
ふ
る
こ
と
で
清
濁
の
対
立
を
書

き
あ
ら
わ
す
の
で
、
古
代
の
例
に
対
し
て
も
同
じ
認
識
で
臨
み
が
ち
で
あ
る
。

古
代
人
に
清
濁
の
区
別
の
認
識
は
あ
っ
て
も
現
代
人
と
は
異
な
っ
て
い
た
可
能

性
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
古
事
記
の
歌
謡
に
使
わ
れ
た
万
葉
仮
名
に

は
﹁
久
﹂
と
﹁
玖
﹂、﹁
尓
﹂
と
﹁
迩
﹂
の
よ
う
に
偏
旁
冠
脚
を
共
有
す
る
字
体

が
頻
度
拮
抗
し
て
同
じ
音
節
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。﹁
加
﹂と﹁
賀
﹂

も
こ
れ
と
同
じ
扱
い
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

当
時
一
般
に
は
使
用
実
績
が
あ
っ
て
も
避
け
ら
れ
た
字
体
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ト
乙
類
の
音
節
に
は
当
時
﹁
止
﹂﹁
等
﹂
を
あ
て
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た

が
、
古
事
記
の
歌
謡
は
使
用
実
績
の
少
な
い
﹁
登
﹂
を
採
用
し
て
い
る
。﹁
止
﹂

が
避
け
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
字
音
が
ト
で
な
く
シ
に
近
い
も
の
に
変
化
し
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
問
題
が
伴
わ
な
い
﹁
等
﹂
を
避
け
た
の
は
、
こ

の
字
が
散
文
の
部
分
で
訓
よ
み
し
て
文
章
語
に
使
わ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
か
ら

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
当
時
オ
の
音
節
に
万
葉
仮
名
﹁
於
﹂
を
あ
て
る
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
古
事
記
で
は
、
散
文
の
部
分
で
助
字
と
し
て
使
う
の
で
こ
れ

を
避
け
て
、
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
﹁
淤
﹂
を
採
用
し
て
い
る
。
同
様
に
考
え

四
五



る
こ
と
が
で
き
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
音
節
に
、
複
数
の
、
偏
旁
冠
脚
を
共
有
し
な
い

字
体
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
使
用
頻
度
が
拮
抗
し
て

い
る
﹁
志
﹂
と
﹁
斯
﹂、﹁
意
﹂
と
﹁
淤
﹂
な
ど
は
、
何
か
編
纂
上
の
事
情
が
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
の
筆
者
は
﹁
志
﹂﹁
意
﹂
が
原
資
料
か
ら
の
継
承
、﹁
斯
﹂

﹁
淤
﹂
が
編
纂
時
書
き
下
ろ
し
の
用
字
で
あ
っ
た
か
と
想
像
し
て
い
る
。
古
事

記
の
選
録
者
た
ち
の
工
夫
は
、
複
数
の
字
体
の
う
ち
一
方
が
極
め
て
少
数
で
あ

る
場
合
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
頻
度
の
ま
れ
な
字
体
が
歌
謡
を
よ
む
と
き

の
視
覚
上
の
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
を
意
図
し
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
シ
の
音

節
に
あ
て
る
万
葉
仮
名
は
、
歌
謡
で
は
﹁
斯
﹂
が
基
本
で
あ
る
が
、
一
例
だ
け

歌
謡
五
八
番
に
﹁
芝
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
。﹁
其し

が
葉
の
照
り
い
ま
し
、
其し

が
葉

の
広
り
い
ま
す
は
﹂
と
い
う
対
句
の
境
界
の
シ
シ
の
連
続
に
﹁
斯
芝
﹂
が
あ
て

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
覚
上
で
特
異
で
あ
る
こ
と
が
万
葉
仮
名
の
列
を
語

句
の
意
味
に
添
っ
て
区
切
っ
て
よ
む
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
効
果
を
期
待
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
措
置
は
偏
旁
冠
脚
を
共
有
す
る
字
体
を
使
っ
て
施
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
歌
謡
二
～
五
番
は
す
べ
て
﹁
こ
と
の
か
た
り

ご
と
も
こ
を
ば
﹂
と
い
う
語
句
で
終
わ
る
が
、﹁
か
た
り
ご
と
﹂
の
カ
と
ゴ
乙
類

の
位
置
が
が
順
に
﹁
加
︱
其
﹂﹁
加
︱
碁
﹂﹁
迦
︱
其
﹂﹁
加
︱
碁
﹂
と
な
っ
て
い

る
。
高
木
市
之
助
の
言
う
﹁
変
え
字
法
﹂︵﹃
吉
野
の
鮎
﹄
岩
波
書
店
一
九
四
一
︶

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
と
き
に
は
百
字
を
越
え
る
長
大
な
万
葉
仮
名
列
を
区

切
っ
て
よ
む
た
め
に
有
効
に
働
い
た
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
の
序
に
書
か
れ
て
い

る
、
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
、﹁
全
以
音
者
、
言
趣
更
長
﹂
と
い
う
問
題
意
識
に
対

す
る
選
録
者
た
ち
の
回
答
で
あ
っ
た
。

七
の
三

字
訓
よ
み
と
万
葉
仮
名
の
併
用

右
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
工
夫
も
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
語
な
ら
漢
字

の
訓
で
書
く
か
万
葉
仮
名
で
書
く
か
い
ず
れ
か
一
定
す
る
の
が
読
み
手
に
と
っ

て
経
済
で
あ
ろ
う
が
、
古
事
記
の
選
録
者
た
ち
は
、
同
じ
語
に
あ
え
て
漢
字
の

訓
と
万
葉
仮
名
と
の
両
方
を
あ
て
て
書
き
あ
ら
わ
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

万
葉
仮
名
で
日
本
語
を
書
く
と
き
は
、
語
形
そ
の
も
の
の
表
示
を
目
的
に
し

て
い
る
と
考
え
て
良
い
。
歌
謡
は
ま
さ
に
歌
で
あ
る
。
神
々
の
名
を
は
じ
め
と

す
る
固
有
名
詞
も
語
形
の
表
示
が
第
一
義
的
に
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
上
巻
冒

頭
の
﹁
久く

羅ら

下げ

那な

州す

多た

陀だ

用よ

弊へ

流る

﹂
や
中
巻
垂
仁
天
皇
条
の
﹁
布ふ

斗と

摩ま

迩に

々に

﹂

な
ど
は
漢
字
の
訓
で
は
書
き
あ
ら
わ
せ
な
い
日
本
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
字
訓

で
書
く
こ
と
が
可
能
で
あ
り
な
が
ら
万
葉
仮
名
書
き
を
併
用
し
た
例
が
あ
る
。

接
頭
辞
﹁
い
ろ
﹂
は
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
で
は
同
母
の
血
筋
を
あ
ら
わ
す
。

古
事
記
で
は
、
字
訓
﹁
同
母
﹂
で
一
例
、
万
葉
仮
名
﹁
伊
呂
﹂
で
十
例
が
書
か

れ
て
い
る
。
前
者
は
開
化
天
皇
条
の
﹁
山
代
之
大
筒
木
眞
若
王
、
娶
同い

母ろ

弟ど

伊

四
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理
泥
王
之
女
丹
波
能
阿
治
佐
波
毘
賣
﹂
で
あ
る
。
弟
の
娘
を
后
に
し
た
と
い
う

法
的
・
論
理
的
な
意
味
の
同
母
関
係
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
例
は
、
そ
の
前
後
の
物
語
の
表
現
に

か
か
わ
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
た
と
え
ば
垂
仁
天
皇
条
の
佐
保
姫
と
佐
保

彦
に
よ
る
謀
反
の
段
で
は
、
事
件
の
は
じ
め
の
記
述
に
接
頭
辞
﹁
い
ろ
﹂
が
妹

に
付
け
ら
れ
て
兄
と
妹
の
血
縁
を
示
し
て
い
る
。

○
⋮
沙
本
毘
賣
命
之
兄
沙
本
毘
古
王
、
問
其
［
伊
呂
］
妹
曰
、
孰
愛
夫
與
兄
與

そ
の
後
の
物
語
の
進
行
の
な
か
で
は
妹
に
も
兄
に
も
接
頭
辞
﹁
い
ろ
﹂
が
付

け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
悲
劇
の
末
尾
で
再
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。

○
⋮
然
遂
殺
其
沙
本
比
古
王
、
其
［
伊
呂
］
妹
亦
従
也

こ
の
二
カ
所
に
﹁
い
ろ
﹂
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
母
の
血
縁
を
示
す

た
め
で
な
く
、
別
の
目
的
、
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
悲
劇
の
次
第
を
読
み
手
が

理
解
す
る
た
め
の
た
す
け
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇
の
物
語
は
、
同
母
の
兄

弟
姉
妹
が
一
つ
の
勢
力
に
所
属
し
、
神
代
の
対
偶
神
と
同
じ
く
、
協
同
で
政
権

を
形
成
す
る
資
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
佐
保
一
族
と
し
て
、
佐
保

彦
は
佐
保
姫
と
協
同
政
権
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
故
に
天
皇
を
害
し
よ

う
と
企
て
た
の
で
あ
る
。
企
て
が
破
れ
た
と
き
、
妹
は
天
皇
と
の
夫
婦
愛
よ
り

も
兄
と
の
血
の
つ
な
が
り
を
選
択
す
る
。
接
頭
辞
﹁
い
ろ
﹂
を
万
葉
仮
名
で
書

い
て
日
本
語
の
語
形
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
な
同
母
関
係
だ
け

で
な
く
兄
と
妹
の
親
愛
の
絆
を
文
字
の
上
で
表
現
し
、
そ
う
し
た
事
情
を
読
み

手
に
伝
え
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
他
の
﹁
伊
呂
﹂
の

用
例
に
も
あ
て
は
ま
る
︵
拙
著
﹃
上
代
文
字
言
語
の
研
究
﹄
笠
間
書
院
二
〇
〇
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こ
れ
が
、
古
事
記
の
序
に
書
か
れ
て
い
る
、
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
、﹁
已
因
訓

述
者
、
詞
不
逮
心
﹂
の
真
意
で
あ
る
。
漢
字
の
訓
よ
み
は
知
的
・
論
理
的
意
味

に
傾
き
、
日
本
語
の
原
義
が
も
つ
微
妙
な
情
感
を
表
現
で
き
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
接
頭
辞
﹁
い
ろ
﹂
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
同
母
関
係
を
あ
ら
わ
す
意

味
・
用
法
は
、
お
そ
ら
く
、
漢
字
と
と
も
に
中
国
か
ら
法
的
な
家
族
概
念
が
導

入
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
原
義
は
、
母
を
中
心
と
す
る
家
族
の
絆
を

あ
ら
わ
し
て
い
た
と
考
え
て
良
い
。
先
に
四
節
で
あ
げ
た
崇
神
天
皇
の
系
譜
に

も
例
が
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
や
皇
子
の
名
の
一
部
に
﹁
い
り
﹂
が
含
ま
れ
る
こ

と
、
平
安
時
代
に
は
﹁
い
ろ
母
﹂
と
い
う
同
母
関
係
と
論
理
矛
盾
を
き
た
す
意

味
・
用
法
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
徴
証
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
。
古

事
記
の
選
録
者
た
ち
は
、﹁
い
ろ
﹂
を
万
葉
仮
名
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

原
義
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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古
事
記
は
、
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
日
本
語
文
を
漢
字
で
書
き
あ
ら

わ
す
技
術
を
集
大
成
し
、
視
覚
上
で
一
義
的
に
読
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
文
章

を
実
現
し
た
。
加
え
て
、
こ
こ
に
一
端
を
述
べ
た
よ
う
な
技
術
開
発
を
行
い
、

漢
字
で
書
か
れ
た
文
章
を
目
で
よ
ん
で
、
読
み
手
が
日
本
語
の
朗
唱
を
聴
い
て

い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
仕
組
み
を
実
現
し
て
い
る
。

こ
の
達
成
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
精
緻
に
過
ぎ
る
技
術
は
一
般
に

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
古
事
記
は
日
本
語
の
文
字
言
語
史
上
で
孤
立
し
た
存

在
と
な
っ
た
。
日
本
語
に
即
し
た
文
章
技
術
の
開
発
は
、
仮
名
の
成
立
を
待
つ

こ
と
に
な
る
。
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写
真
と
釈
文
は
太
宰
府
市
教
育
委
員
会
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
釈
文
に
つ
い

て
は
な
お
検
討
中
で
あ
り
、
同
委
員
会
の
発
掘
調
査
報
告
書
で
訂
正
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
。

嶋
評

戸
主
建
ア
身
麻
呂
戸
又
附
去
□
□
□
□

×

政
丁
次
得
□
□
兵
士
次
伊
支
麻
呂
政
丁
□
□

×

嶋
一
□
□

卜
ア
恵
□
□
□
川
ア
里
卜
ア
赤
足
□
□
□
□
□
□

×

小
子
之
母
卜
ア
真
□
女
老
女
之
子
得
□
□

×

□
□
□

穴
□
ア
加
奈
代
戸
有
附
□
□
□
□
卜
ア

×

□
□

四
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