
森

鴎

外

訳

の

文

章

に

つ

い

て

|
|
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」
と
の
比
較
を
通
し
て
|
|

「
黄
綬
章
」

藤

f呆

幸

田

一、

は

じ

め

に

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
森
鴎
外
の
最
初
の
翻
訳
・
創
作
作
品
集
で
あ
る
『
水
沫
集
』
(
初
版
、
明
治
二
十
五
年
)
に
収
め
ら
れ

た
翻
訳
の
う
ち
、
言
文
一
致
体
小
説
や
戯
曲
を
と
り
上
げ
て
、
そ
の
表
現
や
鴎
外
の
表
現
意
識
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う

な
検
討
を
通
し
て
感
じ
て
き
た
の
は
、
『
水
沫
集
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
文
章
が
実
に
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

『
水
沫
集
』
の
過
半
を
占
め
る
文
語
体
翻
訳
小
説
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
、
一
言
で
文
語
体
と
い
っ
て
も
、
鴎
外
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
文
語
体
の
文
章
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
稿
で
は
、
『
水
沫
集
』
に
お
け
る
文
語
文
の
、
そ
う
し
た
多
様
性
の
面
に
い
さ
さ
か
光

を
あ
て
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
『
水
沫
集
』
所
収
の
文
語
体
翻
訳
小
説
の
う
ち
、

F
-
w
・
ハ
ッ
ク
レ
ン
ダ
l
原
作
の
「
黄
綬
章
L

(
明
治
二
十
四
年
三
月
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
初
出
)
を
と
り
上
げ
、
他
に
二
つ
の
作
品
を
対
比
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

ハ
ッ
ク
レ
ン
ダ

1
の
作
品
の
翻
訳
と
し
て
、
鴎
外
は
、
「
黄
綬
章
」
よ
り
一
年
ほ
ど
前
に
「
ふ
た
夜
」
(
明
治
二
十
三
年
一

1
二
月
、

『
読
売
新
聞
』
初
出
)
を
訳
出
し
て
お
り
、
こ
れ
も
『
水
沫
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
作
に
つ
い
て
、
鴎
外
自
身

は
、
後
に
改
訂
版
『
水
沫
集
』
(
明
治
三
十
九
年
)
に
付
し
た
有
名
な
自
序
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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ハ

ッ

タ

レ

シ

ヂ

ル

黄
綬
章
。
ふ
た
夜
。
作
者
同

R
E
Sロ仏
R
は
取
る
べ
き
と
こ
ろ
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
ふ
た
夜
を
見
ば
思
半
に
過
ぎ
ん
。
さ
れ

毛

オ

パ

ツ

サ

ン

ど
黄
綬
章
は
飴
り
に
卑
し
。
某
の
日
刊
新
聞
に
始
て
連
載
す
べ
き
小
説
を
と
請
は
れ
て
、
強
ひ
て
語
し
つ
る
な
り
。
冨

2MMmgg同

チ

エ

ホ

の
街
に
立
ち
て
勲
章
を
敷
ふ
る
男
を
寓
し
、
斗
勺
ωnHHon-54『
の
人
の
勲
章
を
借
り
て
鑑
に
臨
む
男
を
寓
せ
る
を
記
憶
す
。
今
の
皮

肉
な
る
文
に
慣
れ
た
る
自
を
聞
き
て
、
こ
の
廉
債
な
る
涙
を
さ
そ
ふ
文
を
看
れ
ば
、
坐
に
時
尚
の
遷
り
去
る
こ
と
早
き
を
感
ず
。

(
改
訂
版
『
水
抹
集
』
序
)

右
の
と
お
り
、
「
ふ
た
夜
」
へ
の
愛
着
を
語
る
一
方
、
「
黄
綬
章
」
に
つ
い
て
は
、
「
黄
綬
章
は
飴
り
に
卑
し
」
と
鴎
外
は
断
じ
る
。

ま
た
、
こ
れ
を
「
こ
の
廉
価
な
る
涙
を
さ
そ
ふ
文
」
と
も
評
し
て
い
る
。
実
際
、
次
に
掲
げ
る
「
黄
綬
章
」
の
梗
概
か
ら
も
知
ら
れ
る

と
お
り
、
こ
の
作
品
は
、
い
わ
ば
9

放
蕩
息
子
が
心
を
入
れ
替
え
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
e

と
い
う
よ
う
な
人
情
話
的
な
内
容
で
、

安
っ
ぽ
い
お
涙
頂
戴
の
お
話
だ
と
す
る
鴎
外
自
身
の
評
も
、
も
っ
と
も
と
思
え
る
。

ス
ト
リ
イ
ベ
ル
夫
人
は
、
零
落
し
て
屋
根
裏
部
屋
で
貧
困
の
う
ち
に
余
生
を
送
っ
て
い
た
が
、
見
か
ね
た
家
主
が
同
宿
人
の
募

集
を
勧
め
た
の
で
、
あ
る
新
聞
に
同
宿
希
望
者
を
募
る
広
告
を
出
し
た
。
そ
れ
を
見
て
訪
ね
て
来
た
の
は
、
ル
イ
ゼ
と
い
う
若
い

女
性
で
、
子
供
連
れ
で
あ
ち
こ
ち
断
ら
れ
て
来
た
ら
し
く
、
夫
人
は
、
彼
女
ら
を
受
げ
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
ル
イ
ゼ
は
、
夫
人

を
実
の
母
の
よ
う
に
大
切
に
し
、
子
供
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
も
夫
人
に
な
つ
い
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
身
持
ち
を
崩
し
て
音
信
も
不

適
で
あ
っ
た
息
子
の
フ
リ
ッ
ツ
が
突
然
帰
っ
て
来
る
。
聞
け
ば
、
心
を
入
れ
替
え
て
勤
め
に
励
み
、
こ
の
度
大
劇
場
設
計
の
コ
ン

ペ
に
参
加
し
て
、
そ
の
た
め
の
調
べ
物
に
行
く
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
の
だ
と
の
こ
と
。
そ
こ
に
、
ル
イ
ゼ
が
帰
っ
て
来
た
が
、
実

は
フ
リ
ッ
ツ
こ
そ
が
、
か
つ
て
ル
イ
ゼ
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
を
捨
て
て
去
っ
た
男
で
、
心
を
入
れ
替
え
た
彼
の
悔
悟
の
言
葉
に
和
解

が
成
っ
て
、
積
も
る
話
に
夜
は
更
げ
た
。
そ
し
て
、
三
週
間
は
か
り
後
に
手
紙
が
あ
っ
て
、
フ
リ
ッ
ツ
の
設
計
が
採
用
さ
れ
た
上
、

彼
は
建
築
主
事
と
な
り
、
別
封
の
品
を
い
た
だ
い
た
と
の
こ
と
。
そ
の
品
こ
そ
、
以
前
に
夫
人
の
夫
が
貰
っ
た
の
と
同
じ
黄
色
い

紐
の
勲
章
(
黄
綬
章
)
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
の
「
黄
綬
章
」
に
つ
い
て
、
鴎
外
が
「
齢
り
に
卑
し
」
と
述
べ
た
の
は
、
こ
う
し
た
世
俗
受
け
し
そ
う
な
安
っ
ぽ
い
内

容
を
指
し
て
の
み
で
は
な
い
よ
う
に
、
筆
者
に
は
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
世
俗
受
け
す
る
内
容
に
応
じ
て
、
文
語
体
と
は

し=
(1)う
|も
a の

の

か
な
り
俗
っ
ぽ
く
く
だ
け
た
よ
う
な
文
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
て
見
ょ
う
。

兎
角
す
る
ほ
ど
に
春
近
う
な
り
て
、
永
く
な
り
か
〉
っ
た
る
暑
け
ふ
も
傾
き
、
停
の
こ
と
忘
れ
た
さ
に
手
に
取
る
聖
躍
も

早
や
讃
め
ね
ど
、
「
ラ
ン
プ
」
貼
す
に
は
ま
だ
早
き
こ
ろ
、
同
宿
の
女
子
は
用
達
し
に
い
で
〉
の
留
守
、
ア
ル
フ
レ
ツ
ト
は
何
向

に
膝
を
枕
に
し
て
、
小
憲
の
外
の
青
空
を
な
が
め
、
鎌
の
や
う
な
る
お
月
さ
ま
向
う
の
屋
根
よ
り
出
る
を
め
で
ぬ
。
こ
れ
も
子
供

の
た
め
に
は
、
爵
う
こ
と
な
し
の
慰
、
老
婆
は
さ
き
程
よ
り
、
費
え
て
居
り
し
限
り
の
む
か
し
話
を
し
つ
く
し
、
難
儀
救
は
れ
し

後
の
お
姫
様
の
な
り
行
、
谷
聞
に
落
ち
た
る
後
の
毒
蛇
の
始
末
ま
で
、
聞
は
る
〉
ま
〉
に
言
う
て
聞
せ
し
上
の
こ
と
ぞ
か
し
。
こ

の
時
そ
と
戸
を
開
く
る
人
あ
り
し
が
、
老
婆
は
い
つ
も
の
こ
と
、
同
宿
の
ル
イ
ゼ
が
蹄
り
し
な
ら
む
と
、
入
口
の
か
た
を
見
し
に
、

お
つ
か
様
お
達
者
で
お
い
で
な
さ
れ
し
ゃ
と
、
入
来
た
り
し
は
、
我
折
れ
、
音
信
不
通
の
停
。
(
五
九
①

i
⑦
・
漢
数
字
は
『
鴎

外
全
集
』
の
所
載
頁
・
丸
付
き
数
字
は
行
を
示
す
。
以
下
同
じ
)

基
本
的
に
は
、
中
古
語
を
基
盤
と
す
る
古
典
語
の
語
法
に
拠
っ
た
文
語
文
で
は
あ
る
が
、
同
じ
く
文
語
文
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
同

じ
鴎
外
の
寸
舞
姫
L

の
文
章
な
ど
を
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
こ
ち
ら
は
ぐ
っ
と
読
み
や
す
く
や
や
か
崩
れ
た
。
と
さ
え
言
っ
て
い
い

ょ
う

よ
う
な
印
象
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
文
体
(
文
章
の
言
語
表
現
と
し
て
の
あ
り
様
)
と
内
容
と
は
相
応
ず
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
内
容
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
平
俗
に
流
れ
た
文
章
を
、
改

め
て
見
直
し
て
、
鴎
外
は
、
や
は
り
「
飴
り
に
卑
し
」
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
稿
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
黄
綬
章
」
の
文
章
|
|
鴎
外
自
身
に
よ
っ
て
「
飴
り
に
も
卑
し
」
と
評
価
さ

れ
た
文
章
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
要
因
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
点
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、

(
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
)
『
水
沫
集
』

の
他
の
文
語
体
作
品
と
の
比
較
が
必
要
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と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
比
較
作
業
の
中
で
、
『
水
沫
集
』
で
試
み
ら
れ
た
文
語
文
の
多
様
性
の
一
端
を
見
て
と
る
乙
と

が
で
き
よ
う
か
と
思
う
。
い
わ
ば
、
こ
の
稿
の
試
み
は
、
「
黄
綬
章
」
の
文
章
と
い
う
一
つ
の
極
端
な
事
例
を
手
掛
り
と
し
て
、
『
水
沫

集
』
の
文
語
文
の
多
様
性
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
1
2

寸
黄
綬
章
」
と
の
比
較
に
は
、
『
水
沫
集
』
の
文
語
体
翻
訳
小
説
の
う
ち
、
寸
瑞
西
館
」
(
明
治
二
十
二
年
十
一
月
、
『
読
売
新

聞
』
初
出
)
と
「
う
き
ょ
の
波
」
(
明
治
二
十
三
年
八

1
十
月
、
雑
誌
『
圏
民
之
友
』
初
出
)
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
と
も
に
、

「
黄
綬
章
」
と
は
異
質
に
感
じ
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。

「
瑞
西
館
」
は
、
ロ
シ
ア
の
文
豪
L
・
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
ル
ツ
ェ
ル
ン
」
と
い
う
作
品
の
翻
訳
で
あ
る
。
前
段
で
は
、
筆
者
(
余
)

が
ス
イ
ス
の
ホ
テ
ル
で
体
験
し
た
不
条
理
な
事
件
|
|
素
晴
ら
し
い
歌
を
歌
う
貧
し
い
旅
の
歌
い
手
の
歌
を
、
富
裕
な
客
た
ち
は
十
分

に
楽
し
ん
で
お
き
な
が
ら
何
一
つ
恵
も
う
と
も
せ
ず
、
ホ
テ
ル
の
使
用
人
た
ち
も
、
彼
と
彼
に
好
意
を
示
し
た
筆
者
に
、
無
礼
で
差
別

的
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
筆
者
は
憤
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
、
後
段
で
は
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ

る
筆
者
の
思
索
が
綴
ら
れ
る
。
一
節
を
あ
げ
て
見
ょ
う
。

ωー

b

余
は
こ
れ
に
近
づ
き
ぬ
。
此
小
丈
夫
は
刑
判
川
村
裡
よ
り
出
で
て
園
々
を
遍
歴
し
、
曲
を
賀
り
て
口
を
糊
す
る
も
の
な
る

ベ
し
。
渠
は
館
の
前
に
立
ち
、
隻
脚
を
前
に
し
、
首
を
昂
げ
て
謡
へ
り
。
渠
は
頻
り
に
聾
調
を
換
へ
て
、
そ
の
優
し
き
曲
を
唱
へ
、

E
っ
そ
の
絃
を
弾
ぜ
り
。

我
心
は
弛
み
、
我
情
は
此
小
男
子
に
牽
か
さ
れ
た
り
。
こ
は
我
憂
を
轄
じ
て
喜
び
と
な
し
〉
は
渠
の
力
な
れ
ば
な
り
。
此
半
明

半
閣
の
聞
に
て
見
分
く
べ
き
所
に
依
れ
ば
、
渠
は
古
き
黒
衣
を
纏
へ
り
。
渠
の
髪
は
短
く
し
て
黒
く
、
渠
が
頭
に
戴
け
る
は
古
く

組
き
帽
子
な
り
。
渠
の
衣
は
喜
も
風
流
の
趣
な
け
れ
ど
、
そ
の
小
児
に
似
て
軽
く
嬉
し
集
な
る
身
の
構
へ
と
、
そ
の
小
き
憧
に
適

へ
る
敏
捷
な
る
事
止
と
は
、
人
を
し
て
痛
惜
し
且
つ
愛
憐
せ
し
む
る
に
足
れ
り
。
(
三
三
三
⑪

1
三
三
四
④
)

先
の
「
黄
綬
章
」
と
は
異
な
り
、
い
か
に
も
文
語
文
ら
し
い
き
ち
ん
と
し
た
文
語
文
と
い
う
印
象
が
あ
る
だ
ろ
う
(
正
格
な
文
語
文
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と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
か
)
。
更
に
言
う
な
ら
、
漢
文
訓
読
的
色
合
い
の
濃
い
、
か
な
り
か
硬
い
。
文
語
文
で
、
や
は
り
鴎
外
の
「
舞

姫
」
の
文
章
な
ど
と
比
べ
て
み
て
も
、
右
に
は
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
「
う
き
ょ
の
波
」
は
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
A
・
シ
ュ
テ
ル
ン
の
原
作
で
、
広
い
世
間
に
出
て
身
を
立
て
た
い
と
志
す
若
き
山

小
屋
の
番
人
エ
エ
リ
ヒ
が
、
新
教
と
旧
教
を
め
ぐ
る
戦
乱
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
、
奮
闘
す
る
も
命
を
落
と
す
と
い
う
物
語
で
、
動
き
の

多
い
緊
張
感
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
一
節
を
あ
げ
よ
う
。

ω
c
エ
エ
リ
ヒ
は
い
そ
ぎ
て
我
家
の
前
を
過
ぎ
、
下
道
の
方
に
向
ひ
て
、
息
を
扉
め
、
目
を
障
り
て
覗
ふ
に
、
馬
の
噺
く
聾
、

蹄
の
岩
に
鯛
〉
る
聾
な
ど
次
第
に
近
く
聞
え
ぬ
。
法
師
を
送
り
て
か
へ
り
し
と
き
、
夢
の
如
く
に
見
し
紅
の
波
は
、
今
こ
〉
へ
撮

り
来
む
と
す
。
幾
本
の
松
火
は
乍
ち
高
く
乍
ち
低
く
、
一
群
の
先
に
た
ち
て
進
み
ち
か
づ
け
り
。
エ
エ
リ
ヒ
は
酔
ひ
た
る
知
く
馳

出
で
〉
迎
へ
た
る
に
、
此
群
の
人
は
皆
外
套
な
ど
に
て
、
深
く
身
を
掩
ひ
た
る
が
、
各
々
打
物
取
り
て
、
中
に
は
馬
に
乗
り
た
る

が
雑
り
た
り
。
松
火
取
り
た
る
は
、
燃
え
さ
し
た
る
束
を
高
く
さ
し
あ
げ
た
り
。
猫
逸
語
、
同
到
剖
川
リ
ハ
語
、
そ
の
外
聞
き
も
な

ら

は

ぬ

語

に

て

皆

罵

り

あ

へ

り

。

(

六

二

六

⑥

1
⑪
)

こ
れ
も
、

J
朋
れ
た
。
印
象
の
な
い
正
格
な
文
語
文
で
あ
る
が
、
寸
瑞
西
館
」
よ
り
は
幾
分
読
み
や
す
く
感
じ
ら
れ
よ
う
。

三
つ
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
一
節
を
掲
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
『
水
沫
集
』
所
収
作
品
の
文
語
体
の
多
様
性

が
実
感
で
き
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
「
黄
綬
章
L

を
中
心
と
し
て
、
こ
の
三
作
品
の
文
章
の
言
語
表
現
と
し
て
の
あ
り
様
の
違
い
を
、

具
体
的
に
究
明
し
て
み
た
い
。

考
察
に
先
立
っ
て
、
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

「
黄
綬
章
」
は
、
『
鴎
外
全
集
』
第
二
巻
(
岩
波
書
庖
・
昭
和
四
十
八
年
)
所
収
本
文
に
拠
り
、
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」
は
、

『
鴎
外
全
集
』
第
一
巻
(
同
)
所
収
本
文
に
拠
っ
た
(
こ
の
稿
で
の
引
用
も
こ
の
本
文
に
拠
る
が
、
印
刷
の
都
合
上
、
漢
字
の
字
体
を

一
部
改
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
既
述
の
と
お
り
、
漢
数
字
で
所
載
頁
を
、
丸
付
き
数
字
で
行
を
示
す
)
。
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い
ず
れ
の
本
文
も
、
改
訂
版
『
水
沫
集
』
を
底
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
三
作
品
は
、
初
出
(
及
び
再
録
の
あ
る
も
の
も

の
も
あ
る
)
と
、
『
水
沫
集
』
の
初
出
版
・
改
訂
版
・
縮
刷
版
で
、
細
部
に
異
同
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
考
察
の
範
囲
で
は
、

全
集
本
文
に
拠
っ
て
見
て
い
く
こ
と
で
十
分
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
特
に
言
及
し
な
い
。

三作品の語種比率(延べ語数で計算)] 

和語 漢語 外来語 混種語

黄綬章 81.3 14.3 1.7 2.7 

うきょの波 83.8 11.5 2.7 2.0 

瑞西館 70.8 26.3 1.3 1.6 

[表l

ま
た
、
寸
黄
綬
章
」
は
全
集
の
頁
数
で
約
四
頁
、
同
じ
く
「
う
き
ょ
の
波
」
は
約
加
頁
、
「
瑞
西
館
」
は
約
お

頁
の
分
量
に
な
る
。
従
っ
て
、
お
よ
そ
言
語
量
の
比
率
と
し
て
、

3
対
5
対
9
と
い
っ
た
割
合
で
、
作
品
の
大

き
さ
が
違
う
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
点
は
、
数
値
の
出
方
を
考
え
る
際
に
念
頭
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

二
、
分
析
の
視
点

。
硬
い
。
文
章
、
平
俗
な
文
章
と
い
っ
た
印
象
が
何
に
よ
る
か
と
考
え
る
時
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の

は
、
含
ま
れ
る
語
種
の
量
的
違
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
漢
語
の
多
い
文
章
で
あ
る
ほ
ど

8

硬

い
。
印
象
が
あ
り
、
和
語
の
多
い
文
章
で
あ
る
ほ
ど
平
明
で
、
時
に
俗
な
印
象
が
強
く
な
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、

十
分
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
「
黄
綬
章
」
と
「
瑞
西
館
L

「
う
き
ょ
の
波
」
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
表
1
に
、
こ
の
三
作
品
の
語
藁
に
つ
い
て
、
語
種
別
の
比
率
を
示
す
。
「
瑞
西
館
」
は
、
全
体
の
半
分
の
紙

数
(
話
頁
中
日
頁
分
)
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
が
、
全
体
の
傾
向
を
う
か
が
う
に
は
十
分
と
考
え
る
。
各
作

品
の
自
立
語
の
延
べ
語
数
に
占
め
る
各
語
種
の
語
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
、
比
率
(
%
)
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

表
の
数
字
を
見
る
限
り
、
確
か
に
寸
瑞
西
館
」
で
は
、
他
の
二
作
品
よ
り
も
漢
語
の
比
率
が
か
な
り
高
い
。

そ
れ
が
、
漢
文
訓
読
的
で
か
硬
い
。
文
章
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
相
応
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
十

か
な
り
平
俗
な
印
象
の
あ
る
「
黄
綬
章
」
が
、
さ
ほ
ど
俗
に
流
れ
た
印
象

分
首
肯
で
き
よ
う
。
し
か
し
ま
た
、

nυ q
u
 

F
h
υ
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の
な
い
「
う
き
ょ
の
波
」
と
比
べ
て
、
比
率
が
全
般
に
あ
ま
り
違
わ
ず
、
む
し
ろ
似
た
傾
向
を
示
す
と
い
っ
た
結
果
も
見
て
と
れ
品
。

語
種
の
比
率
だ
げ
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
文
章
の
性
格
の
相
違
が
十
分
に
説
明
で
き
る
わ
げ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

2
1
2

も
ち
ろ
ん
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、
寸
お
つ
か
様
お
達
者
で
お
い
で
な
さ
れ
し
ゃ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
口
頭
の
平
俗
な
語
句
・

言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
正
格
な
文
語
の
表
現
か
ら
は
ず
れ
て
、
俗
に
流
れ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
、
-
一
一
同
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
直
ち
に
自
に
つ
く
部
分
だ
け
で
な
く
、
今
少
し
微
視
的
に
語
法
や
語
の
形
態
と
い
っ
た
点
を

検
討
し
て
み
て
も
、
寸
黄
綬
章
」
と
「
瑞
西
館
」
や
「
う
き
ょ
の
波
L

で
は
、
は
っ
き
り
異
な
っ
て
く
る
事
柄
が
い
く
つ
も
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
文
語
文
で
の
比
況
・
例
示
の
表
現
と
し
て
は
、
「
知
シ
」
あ
る
い
は
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
と
い
っ
た
言
い
方
が
、

ま
ず
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
三
作
品
で
ど
れ
だ
げ
使
わ
れ
た
か
を
、
表
2
に
示
、
計
(
活
用
形
の
違
い
は
区
別
せ
ず
一
括
し
て
示
す
)
。

一
見
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
作
品
で
は
か
な
り
顕
著
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、

「
知
シ
」
は
全
く
用
い
ら
れ
ず
、
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
専
用
で
あ
る
。
一
方
、
「
瑞
西
館
」
で
は
、
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
も

用
い
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
「
如
シ
」
が
圧
倒
的
に
多
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
三
つ
き
よ
の
波
」
で
は
、
「
知
シ
」

と
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
が
同
じ
程
度
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
知
シ
」
と
寸
ヤ
ウ
ナ
リ
」
の
使
用
と
い
う

点
で
、
三
作
品
は
三
者
三
様
な
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
古
の
文
章
で
は
、
寸
如
シ
」
が
使
わ
れ
る
か
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
が
使
わ
れ
る
か
は
、
文
体

判
別
の
重
要
な
指
標
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
如
シ
」
が
使
わ
れ
る
の
は
漢
文
訓
読
体
で
あ
り
、
寸
ヤ
ウ
ナ
リ
」

が
使
わ
れ
る
の
が
和
文
体
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
明
治
期
文
語
文
に

あ
て
は
め
て
、
「
如
シ
」
が
も
っ
ぱ
ら
使
わ
れ
る
「
瑞
西
館
」
は
漢
文
訓
読
体
で
、
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
が
も
っ
ぱ
ら

使
わ
れ
る
「
黄
綬
章
」
は
和
文
体
で
あ
り
、
両
者
が
同
じ
く
ら
い
に
用
い
ら
れ
る
「
う
き
ょ
の
波
」
が
、
漢
文

訓
読
体
と
和
文
体
の
垣
根
を
取
り
払
っ
た
和
漢
混
清
文
体
だ
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ

比況・例示の言い方一一如シとヤウナリ]

如シ ヤウナリ

黄綬章 。 7 
うきょの波 19 17 

瑞西館 37 4 

[表2
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ょ
う

う
が
、
こ
の
よ
う
な
語
法
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
文
体
(
文
章
の
言
語
表
現
と
し
て
の
あ
り
様
)
が
異
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
三
作

品
で
、
顕
著
な
違
い
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

文
章
の
言
語
表
現
と
し
て
の
。
感
じ
。
が
違
う
こ
と
と
対
応
し
て
語
法
的
事
項
が
異
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
逆
に
、
そ
う
し
た
語

ょ
う

法
的
事
項
の
違
い
が
、
一
言
語
表
現
と
し
て
の
文
章
の
あ
り
様
の
違
い
を
形
作
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
う
し
た
微
視
的
な
レ
ベ
ル
の
語
法
(
あ
る
い
は
形
態
)
的
な
違
い
が
、
特
徴
的
な
語
句
の
選
択
な
ど
直
ち
に
目
に
つ
く
際
立
っ
た
違

い
の
部
分
と
も
相
侯
っ
て
、
文
章
の
言
語
表
現
と
し
て
の
総
体
的
な
一
つ
の
あ
り
様
(
文
体
)
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
語
法
や
形
態
に
関
し
て
調
査
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
寸
黄
綬
章
」
及
び
「
瑞
西
館
」
「
う
き

ょ
の
波
」
の
文
語
文
の
文
体
的
相
違
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
目
し
て
い
き
た
い
の
は
、
大
き
く
ま
と
め
て
言
え
ば
、

次
の
三
つ
の
事
項
で
、
三
作
品
を
通
読
・
概
観
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
点
に
い
ろ
い
ろ
違
い
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
文
章
の
印
象
の
違
い

に
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

助
動
調
な
ど
、
述
部
の
組
み
立
て
に
関
わ
る
形
式

接
続
助
調
な
ど
、
従
属
節
の
接
続
部
分
を
形
作
る
形
式

音
便
及
び
そ
れ
に
類
す
る
形

①
 

②
 

③
 

以
下
、
順
に
見
て
い
く
。

三
、
考
察

ωー
ー
述
部
の
組
み
立
て
に
関
わ
る
形
式
に
つ
い
て
|
|

こ
う
し
た
形
式
と
し
て
、
最
初
に
見
て
み
た
い
の
は
、
断
定
の
助
動
調
の
打
ち
消
し
の
形
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
語
の
断

定
の
助
動
調
寸
ナ
リ
」
に
対
す
る
打
ち
消
し
の
形
は
「
ニ
ア
ラ
ズ
/
ナ
ラ
ズ
」
で
あ
る
が
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、
口
語
の
断
定
の
寸
ダ

開

h
d
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/
デ
ア
ル
」
の
打
ち
消
し
に
あ
た
る
「
昔
の
ベ
ン
デ
ル
で
は
な
く
し
(
五
五
①
)
の
よ
う
な
形
も
用
い
ら
れ
る
(
も
っ
と
も
、
言
い
切

一
応
文
語
的
な
形
に
整
え
ら
れ
て
は
い
る
が
)
。
「
ニ
ア
ラ
ズ
L

と
そ
れ

り
で
は
寸
究
屈
ど
こ
ろ
で
は
な
し
L

(

六
O
⑫
)
の
よ
う
に
、

に
類
す
る
形
式
(
ナ
ラ
ズ
・
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
等
)
を
ニ
ア
ラ
ズ
類
と
一
括
し
、
「
デ
ナ
シ
」
と
そ
れ
に
類
す
る
形
式
(
デ
ハ
ナ
シ
・
デ
ハ

ナ
ク
等
)
を
デ
ナ
シ
類
と
一
括
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
数
を
次
の
表
3
に
示
す
。

「
瑞
西
館
L

寸
う
き
ょ
の
波
」
で
は
デ
ナ
シ
の
類
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
寸
黄
綬
章
」
で
は
デ
ナ
シ
の
類
が
む
し
ろ

ニ
ア
ラ
ズ
の
類
よ
り
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
法
の
面
で
、
「
黄
綬
章
」
は
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」

と
確
か
に
違
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

念
の
た
め
、
「
黄
綬
章
」
の
デ
ナ
シ
の
類
と
ニ
ア
ラ
ズ
の
類
の
全
用
例
を
次
に
掲
げ
、
そ
れ
が
地
の
文
で
の
も
の
か
会
話
文
(
発

話
・
心
内
発
話
さ
れ
た
文
)
で
の
も
の
か
も
併
せ
て
示
す
。

断定の打ち消し一一ニアラズ類とデナシ類]

ニアラズ類 デナシ類

黄綬章 4 6 

うきょの波 12 。
瑞西館 25 。

[表3

*
「
黄
綬
章
」

〈
デ
ナ
シ
類
〉

そ
の
時
の
小
使
は
早
や
昔
の
ベ
ン
デ
ル
で
は
な
く
、

(
五
五
①
・
地
)

(
五
八
⑫
・
会
)

(
五
九
⑩
・
会
)

(六

O
④
・
会
)

(六

O
⑨

1
⑩
・
会
)

(六
O
⑫
・
会
)

御
恩
忘
る
〉
も
の
で
は
な
け
れ
ば
、

め
で
た
い
知
ら
せ
で
は
御
坐
り
ま
せ
ね
ど
、

そ
れ
は
い
ま
で
な
く
て
も
善
し
、

気
兼
な
る
お
客
さ
ま
で
は
な
け
れ
ば
、

究
屈
ど
こ
ろ
で
は
な
し
、

〈
ニ
ア
ラ
ズ
類
〉

(
五
五
⑭
・
地
)

お
も
へ
ば
こ
れ
は
匡
賃
の
滞
ら
ぬ
や
う
に
と
の
み
に
は
あ
ら
ず
、
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(
五
六
⑫
i
⑬
・
地
)

(
五
八
⑦
・
会
)

(
五
八
⑧
・
地
)

人
の
家
こ
は
が
り
て
に
は
あ
ら
ず
、

矢
張
お
れ
の
世
話
に
な
る
と
き
来
る
に
あ
ら
ず
や
、

間
ぬ
く
め
の
言
葉
は
嘘
な
ら
ず
、

ニ
ア
ラ
ズ
の
類
は
地
の
文
に
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
、
大
き
く
は
使
い
分
け
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
が
、
デ
ナ
シ
が
地
の
文
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
り
、
ニ
ア
ラ
ズ
が
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
っ
て
、
徹
底
し
た
使

い
分
け
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
通
読
し
て
み
る
と
、
「
黄
綬
章
L

の
文
章
全
般
と
し
て
、
デ
ナ
シ
の
よ
う
な
要
素
が
入
り

右
に
見
る
と
お
り
、
デ
ナ
シ
の
類
は
会
話
文
に
、

込
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」
で
は
、
こ
う
し
た
デ
ナ
シ
の
類
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
。
い
く
ら
か
例
を
あ
げ
る
が
、

地
の
文
・
会
話
文
と
も
に
ニ
ア
ラ
ズ
類
専
用
で
あ
る
。

*
寸
瑞
西
館
」

必
ず
し
も
衆
賓
の
相
借
れ
る
た
め
な
ら
ず
、

情
な
き
に
は
あ
ら
ず
。

(
三
二
八
⑥
・
地
)

(
一
一
三
九
⑮
・
地
)

(
三
三
二
⑬
・
地
)

(
三
四
四
⑫
・
会
)

(
三
四
六
⑤
・
会
)

(
三
四
七
①
・
会
)

一
曲
の
歌
に
属
せ
る
に
は
あ
ら
で

太
だ
古
き
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し

物
を
輿
ふ
る
も
の
に
非
ず

奴
も
傑
儒
に
て
だ
に
あ
ら
ず
ば
、

*
「
う
き
ょ
の
波
」

昔
に
か
は
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

(
六
一
八
⑮
・
会
)

ヱ
合
=
⑪
・
会
)

快
楽
に
も
あ
ら
ず
、

aa-
n《
υ
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(
六
二
三
⑩
・
地
)

(
六
二
四
⑧
・
会
)

(
六
三
六
①
i
②
・
地
)

今

宵

の

知

く

な

ら

で

は

協

は

じ

。

(

六

三

七

①

・

会

)

「
瑞
西
館
」
寸
う
き
ょ
の
渡
」
に
比
べ
て
、
寸
黄
綬
章
」
の
文
章
が
か
な
り
俗
っ
ぽ
く
く
だ
げ
た
印
象
を
与
え
る
の
は
、
右
に
見
た
よ

う
な
口
語
的
語
法
の
混
入
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

3
1
2

同
趣
の
要
因
と
し
て
、
今
度
は
次
の
よ
う
な
事
柄
を
見
て
み
た
い
。
近
・
現
代
語
で
は
、
「
坐
っ
て
い
る
」
「
追
っ
て
く
る
」

寸
助
け
て
や
る
L

の
よ
う
な
、
テ
形
式
の
補
助
動
詞
の
表
現
が
発
達
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
補
助
動
詞
は
、
実
質
的
な
意
味
を
失
っ
て
、

ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
意
味
や
恩
恵
授
受
に
関
わ
る
種
々
の
文
法
的
意
味
を
添
え
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
例
え
ば
寸

1
テ
ヤ
ル
/
ク

レ
ル
/
モ
ラ
ウ
」
の
よ
う
な
受
給
表
現
の
場
合
な
ら
、
中
世
後
期
か
ら
現
わ
れ
る
(
宮
地
こ
九
七
五
)
)
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
9

文
法
化
e

の
所
産
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
は
新
し
い
も
の
と
見
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
中
古
語
の
語
法
を
基
盤

と
す
る
文
語
文
と
は
、
本
来
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、
「
腕
前
だ
に
し
か
と
し
て
居
ら
ば
」
(
六
一
⑨
)

の
よ
う
に
、
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
形
式
の
表
現
の
使
用
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
以
下

こ
の
風
の
音
は
夢
み
し
浮
世
の
波
に
あ
ら
ず
や
。

誰
か
と
お
も
へ
ば
、
ヤ
プ
ロ
ニ
ツ
ツ
な
ら
ず
や
。

さ
れ
ど
今
宵
の
み
は
、
家
に
踊
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

で
三
作
品
を
対
比
し
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
期
の
文
語
文
を
見
て
い
く
と
、
「
初
め
少
年
は
こ
の
家
に
師
博
と
し
て
雇
は
れ
居
た
り
し
が
」
(
鴎
外
訳
「
地

震
」
)
、
「
如
何
な
る
人
の
勤
め
居
る
か
と
尋
づ
ぬ
る
に
」
(
宮
崎
夢
柳
「
自
由
の
凱
歌
」
)
の
よ
う
に
、
テ
形
式
の
表
現
(
寸
雇
は
れ
て
居

た
(
り
し
)
」
寸
勤
め
て
居
る
か
」
)
で
言
う
こ
と
の
で
き
る
意
味
を
、
「
テ
」
を
介
さ
ず
補
助
動
詞
を
直
接
さ
せ
て
言
う
よ
う
な
言
い
方

が
目
に
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
補
助
的
な
動
調
を
直
接
さ
せ
る
表
現
が
必
ず
し
も
新
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
が
(
例
え
ば

「
あ
れ
恋
ひ
を
ら
む
」
(
寸
万
葉
集
L

巻
十
五
・
三
七
四
一
一
)
、
寸
く
ろ
と
り
と
い
ふ
鳥
、
岩
の
上
に
集
ま
り
を
り
」
(
寸
土
佐
日
記
」
)
の

森鴎外訳「黄綬章」の文章について(藤田)E
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よ
う
な
言
い
方
は
、
古
く
か
ら
あ
み
)
、
テ
形
式
が
成
立
し
た
近
代
に
お
け
る
文
語
文
で
は
、
テ
形
式
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
そ
れ
を

文
語
的
に
，
回
帰
。
さ
せ
た
と
い
っ
た
意
味
合
い
の
表
現
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
後
接
の
補
助
的
な
動
調
は
実
質

的
な
意
味
は
乏
し
く
文
法
的
な
意
味
を
添
え
る
も
の
で
あ
り
、
共
時
的
に

(
も
っ
ぱ
ら
口
語
的
な
言
い
回
し
と
し
て
)
共
存
す
る
テ
形

式
の
表
現
と
、
意
味
と
し
て
等
価
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
テ
形
式
で
発
想
さ
れ
る
表
現
を
、
テ
を
介
す
る
近
・
現
代
語
ら
し
い
形
を
避

け
、
文
語
め
か
し
て
整
え
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
調
べ
る
こ

と
に
す
る
。

以
下
、
テ
形
式
の
諸
表
現
と
そ
れ
と
等
価
と
解
せ
ら
れ
る
「
テ
」
を
介
さ
な
い
表
現
を
|
|
補
助
的
な
動
詞
が
後
接
す
る
と
い
う
意

味
で
|
|
「
連
接
形
式
」
と
一
括
し
て
呼
ぴ
、
寸
テ
」
を
介
す
る
も
の
を
テ
形
式
の
連
接
、
介
さ
な
い
も
の
を
非
テ
形
式
の
連
接
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
三
作
品
で
ど
れ
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
示
す
。
表
4
を
掲
げ
る
。

ま
ず
、
「
黄
綬
章
」
で
あ
る
が
、
問
題
の
テ
形
式
の
表
現
が
非
常
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

連接形式一一テ形式連接と非テ形式連接]

テ形式 非テ形式

黄綬章 34 3 

うきょの波 15 1 

瑞西館 7 21 

[表4

一
方
、
非
テ
形
式
の
方
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
も
、
も
っ
ぱ
ら
テ
形
式
の
方
が
選
択
さ
れ
た

結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
次
に
掲
げ
る
用
例
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
寸
{
)
テ
行
く
/
来
る
」
「

1
テ
居
る
L

「
1
テ
見
る
」
寸
{
}
テ
や
る
/
く
れ
る
/
も
ら
う

L
「
{
}
テ
し
ま
う

L
1
1テ
お
く

L
な
ど
、
用
い
ら
れ
る
補
助

動
調
も
多
様
で
あ
る
。
な
お
、
会
話
文
の
用
例
が
多
い
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
、
地
の
文
で
も
ふ
つ
う
に
用
い

ら
れ
る
。

*
「
黄
綬
章
」

〈
テ
形
式
〉

い
ま
〉
で
世
の
裡
で
笑
っ
て
居
り
し
我
、

(
五
四
⑧
・
地
)

(
五
四
⑬
・
地
)

p
n
u
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(
五
五
⑥
・
会
)

(
五
六
⑨
・
会
)

(
五
七
⑥
・
会
)

(
五
七
⑦
・
地
)

(
五
七
⑬
・
会
)

(
五
七
⑬
・
会
)

(
五
七
⑬
・
会
)

(
五
八
⑦
・
地
)

(
五
九
④
・
地
)

(
五
九
⑤
・
地
)

(
五
九
⑬
・
会
)

(六

O
②
・
会
)

(六

O
③
・
会
)

(六

O
⑥
・
地
)

(六

O
⑨
・
会
)

(六

O
⑮
・
地
)

(
六
一
②
・
会
)

(
六
一
⑧
・
会
)

(
六
一
⑮
・
地
)

年
寄
た
る
わ
が
助
に
な
っ
て
貰
は
う
な
ど
〉
い
ふ
心
は
、

私
は
子
供
を
つ
れ
て
ま
ゐ
り
し
と
い
ふ
に
、

借
し
て
上
川
い
ら
れ
る
べ
し
。

引
い
て
居
た
り
し
子
供
の
手
を
離
し
、

子
供
の
濡
れ
て
居
る
は
知
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、

暫
ら
く
暖
め
て
遣
り
た
し
と
、

さ
う
し
て
下
さ
ら
ば

姻
突
の
口
を
抜
け
て
ゆ
く
空
気
、

費
え
て
居
り
し
限
り
の
む
か
し
話
を
し
つ
く
し
、

言
う
て
せ
し
上
の
こ
と
ぞ
か
し
。

最
う
済
し
て
来
た
れ
ば
、

立
派
に
遣
っ
て
し
ま
は
立
、

介|聞償
抱|い|う
し|て|て
て|居|お
呉|り|目
る|し|に
>1が|掛
こ 、げ
と、

な
る
カま

そ
と
頭
を
撫
っ
て
や
り
、

言
う
て
聞
せ
ず
や
。

其
筋
の
人
に
腕
前
は
見
せ
て
お
く
べ
し
。

む
か
し
親
子
を
振
棄
て
〉
ゆ
き
し
そ
の
人
。

森鴎外訳「黄綬章」の文章について(藤田)内
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〈
非
テ
形
式
〉

聖
経
の
聞
に
挟
み
あ
り
て
、

(
五
三
①
・
地
)

(
五
四
⑨
・
地
)

(
五
八
③
・
地
)

「
黄
綬
章
L

の
文
章
が
平
俗
に
感
じ
ら
れ
る
要
因
は
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
た
に
確
立
さ

れ
た
ー
ー
そ
の
意
味
で
は
中
古
文
を
基
盤
と
す
る
文
語
文
体
と
は
な
じ
み
に
く
い
、
口
語
的
な
表
現
と
い
え
る
テ
形
式
の
言
い
回
し
が
、

「
テ
」
を
介
さ
な
い
形
に
整
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
し
に
、
そ
の
ま
ま
ご
く
普
通
に
出
て
く
る
こ
と
が
、
文
語
体
と
し
て
は
崩
れ
て
俗
に

傾
い
た
も
の
と
い
う
印
象
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
先
の
デ
ナ
シ
の
類
の
使
用
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
瑞
西
館
」
で
は
、
テ
形
式
の
連
接
と
い
え
そ
う
な
も
の
は
一
例
の
み
で
、
し
か
も
現
代
語
と
し
て
は
通
ら
な
い
形

で
あ
る
(
「
此
小
丈
夫
を
見
で
あ
っ
た
が
」
な
ど
と
は
言
え
な
い
)
。
一
方
、
非
テ
形
式
は
あ
る
程
度
用
い
ら
れ
る
。
次
に
、
二
三
用
例

き
て
床
の
上
に
つ
れ
ゆ
き
て
、

を
掲
げ
て
お
く
。

*
「
瑞
西
館
」

〈
テ
形
式
〉

此
小
丈
夫
を
見
て
あ
り
し
が
、

〈
非
テ
形
式
〉

淑
女
の
敷
漸
く
増
さ
り
行
き
て
、

我
に
迫
り
来
れ
り
。

(
三
四
四
⑥
・
地
)

(
三
三
五
③
・
地
)

(
三
三
八
⑮
・
地
)

(
三
五
一

@
i⑩
・
地
)

余
を
他
の
机
に
導
き
行
か
ん
と
せ
し
が
、

し
か
し
、
非
テ
形
式
の
後
項
の
補
助
動
詞
は
、
ほ
ぽ
寸

1
行
く
/
来
る
」
に
限
ら
れ
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
は

。
対
U
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つ
ま
り
、
(
寸
テ
」
を
介
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
)
こ
う
し
た
文
法
的
な
意
味
を
添
え
る
補
助
動
調
を
あ
ま
り
用
い
よ
う
と

し
な
い
文
章
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
補
助
動
調
は
、
い
わ
ゆ
る
8

文
法
化
。
|
|
実
質
的
な
意
味
が
稀
薄
化
し
て
文
法
的
な
意
味
を

添
え
る
形
式
に
転
じ
る
変
化
の
所
産
と
解
せ
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
(
テ
形
式
の
補
助
動
調
は
も
ち
ろ
ん
、
非
テ
形
式
の
補
助
動
詞
に
つ

い
て
も
、
非
テ
形
式
が
テ
形
式
か
ら
発
想
さ
れ
る
と
す
れ
ば
同
様
だ
ろ
う
)
。
と
す
れ
ば
、
「
瑞
西
館
」
の
文
章
は
、
そ
う
し
た
か
文
法

化
。
の
進
ま
な
い
段
階
に
立
ち
止
ま
ろ
う
と
い
う
姿
勢
の
文
章
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
、
「
う
き
ょ
の
波
」
だ
が
、
テ
形
式
の
表
現
も
、
「
黄
綬
章
」
ほ
ど
で
な
い
が
、
意
外
に
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
非
テ
形
式
の

表
現
は
、
「
瑞
西
館
」
よ
り
数
は
少
な
い
が
、
後
項
の
補
助
動
詞
と
し
て
は
、
「

1
行
く
/
来
る
」
だ
け
で
な
く
「

1
お
く
」
「

1
み
る
」

な
ど
、
よ
り
多
様
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
い
く
ら
か
用
例
を
あ
げ
て
お
く
。

*
「
う
き
ょ
の
波
L

t

3

0

 

や，一
}
V

〈
テ
形
式
〉

グ
ラ
ア
フ
ェ
ン
ス
タ
イ
ン
わ
た
り
の
少
女
連
れ
て
来
て

(
六
一
九
③
・
会
)

(
六
二
五
⑪
・
会
)

(
六
二
九
②
・
会
)

(
六
三
三
②
・
会
)

(
六
三
五
⑫
・
地
)

(
六
三
六
⑪
・
地
)

密
書
届
り
て
や
り
し
に
、

侍
み
し
人
も
一
人
二
人
と
落
ち
て
ゆ
げ
ば
、

い
つ
ま
で
か
見
て
あ
る
べ
き
。

わ
れ
も
丸
を
こ
め
て
居
た
り
し
が
、

〈
非
テ
形
式
〉

我
も
例
の
森
の
角
ま
で
は
送
り
ゆ
く
べ
し
。

薪
多
く
運
ば
せ
お
き
玉
へ
。

(
六
一
七
③
・
会
)

六
一
八
⑨

i
⑩
・
会
)
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一
障
の
風
吹
来
て
、

(
六
二
二
⑦
・
地
)

(
六
二
九
⑪
・
地
)

(
六
三

O
③
・
会
)

(
六
三

O
⑨
1
⑩
・
会
)

ヱ
公
三
⑫
・
地
)

打

物

を

改

め

み

む

と

す

る

は

、

(

六

三

二

⑮

・

地

)

連
接
形
式
の
使
用
と
い
う
点
で
は
、
「
う
き
ょ
の
波
」
は
、
「
瑞
西
館
」
と
「
黄
綬
章
」
の
中
間
的
様
相
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
点
を
指
標
と
す
れ
ば
、
三
作
品
は
三
様
な
の
で
あ
る
。

3
1
3

続
い
て
、
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
の
使
用
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
こ
の
点
で
、
ま
ず
最
初
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、

寸
黄
綬
章
L

で
は
会
話
文
中
で
は
あ
る
が
、
「
タ
L

の
使
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ω
女
子
は
お
も
ひ
切
っ
て
、
申
し
に
く
い
事
な
が
ら
あ
の
私
は
子
供
を
つ
れ
て
ま
ゐ
り
し
と
い
ふ
に
、
な
に
、
子
供
を
つ
れ
て
来

た
と
は
と
、
[
注
・
ス
ト
リ
イ
ベ
ル
夫
人
は
]
癖
帽
子
か
ぶ
り
た
る
頭
傾
け
て
、
:
:
:
(
五
六
⑨
1
⑩
)

も
ち
ろ
ん
、
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
L

に
こ
の
よ
う
な
形
式
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
こ
れ
も
既
に
指
摘
し
て
き
た
「
黄
綬
章
L

に
見

ら
れ
る
口
語
的
形
式
の
混
入
の
一
つ
で
あ
り
、
「
黄
綬
章
L

の
文
章
を
文
語
と
し
て
は
崩
れ
た
も
の
に
見
せ
て
い
る
要
因
の
一
環
と
い

祭
に
飲
ま
む
と
て
残
し
お
き
し
旬
牙
利
の
上
酒
な
り
。

哨
兵
は
程
よ
く
配
り
お
き
た
れ
ば
、

陛
下
の
お
ん
ゆ
る
し
を
請
ふ
心
の
切
な
る
に
め
で
〉
放
ち
ゃ
り
ぬ
。

王
の
眉
根
に
、
雛
の
や
う
や
く
寄
来
る
を
見
て
、

え
る
。さ

て
、
文
語
文
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
の
は
、
古
典
語
の
過
去
・
完
了
の
助
動
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
期

文
語
文
で
は
、
「
キ
L

「
ケ
リ
」
「
ツ
L

寸ヌ
L

寸
タ
リ
」
「
リ
」
と
い
っ
た
助
動
調
の
使
用
に
も
一
定
の
偏
り
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、

岡
本
勲
は
、
広
汎
な
調
査
を
ふ
ま
え
て
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ふ
。

①
一
般
の
文
章
(
新
聞
・
雑
誌
・
教
科
書
・
各
種
の
文
書
・
著
述
・
論
文
な
ど
)
で
は
、
過
去
や
完
了
の
表
現
に
は
、
も
っ
ぱ
ら

-540-龍谷大学論集



② 

「
タ
リ
L

「リ
L

「キ
L

が
用
い
ら
れ
、
「
ケ
リ
」
「
ツ
」
「
ヌ
L

は
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
。

一
方
、
文
学
の
文
章
で
は
、
「
タ
リ
」
「
リ
L

「キ
L

に
加
え
て
、
「
ツ
」
「
ヌ
L

も
用
い
ら
れ
、
ま
た
「
ケ
リ
」
も
好
ま
れ
る
。

こ
う
し
た
過
去
・
完
了
の
助
動
調
の
使
用
は
、
一
ニ
作
品
で
は
ど
う
な
の
か
。
次
に
、
「
黄
綬
章
」
「
う
き
ょ
の
波
」
「
瑞
西
館
」
に
お

け
る
「
キ
」
「
ケ
リ
」
「
ツ
」
「
ヌ
」
「
タ
リ
」
「
リ
」
の
使
用
数
を
見
て
み
る
(
さ
し
あ
た
り
、
活
用
形
別
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、

括
し
た
数
字
を
示
す
)
。

「
け
ノ

L
興
味
深
い
数
字
が
出
て
い
る
。
確
か
に
寸
キ
」
や
「
タ
リ
」
は
い
ず
れ
の
作
品
で
も
主
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
が
、

の
使
用
は
作
品
に
よ
っ
て
全
く
異
な
る
。
ま
ず
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、
「
リ
」
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
寸
瑞
西
館
」
で
は
、
「
リ
」
が
か
な
り
用
い
ら
れ
て
お
り
、
寸
黄
綬
章
L

と
は
は
っ
き
り
対
照

を
な
す
。
平
俗
な
印
象
の
強
い
寸
黄
綬
章
」
の
文
章
と
。
硬
い
。
印
象
の
寸
瑞
西
館
」
の
文
章
と
は
、
完
了
の

助
動
調
寸
リ
」
を
用
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
違
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
寸
う
き
ょ
の
波
」
で
は
、
「
リ
」
は
一
応
少
し
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
な
割
合
か
ら
い
う
と
、

ご
く
わ
ず
か
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
傾
向
と
し
て
は
「
黄
綬
章
」
に
近
い
か
と
も
見
ら
れ
る
が
、

過去・完了の助動調の使用]

キ ケリ ツ ヌ タリ リ

黄綬章 99 5 4 19 81 1 

うきょの波 148 2 14 57 129 12 

瑞西館 125 3 15 45 281 142 

[表5

こ
の
点
に
つ
い
て
は
更
に
後
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
「
ケ
リ
」
「
ツ
」
「
ヌ
」
に
つ
い
て
は
、
「
ケ
リ
」
「
ツ
」
は
確
か
に
用
例
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
の
割

合
か
ら
す
れ
ば
問
題
に
な
る
数
で
は
な
い
。
「
ヌ
L

は
そ
れ
ら
よ
り
は
い
く
ら
か
数
は
あ
る
が
、
主
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
際
立
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
問
題
に
し
な
い
。

「
キ
」
「
タ
リ
」
寸
リ
」
の
三
作
品
に
お
け
る
使
用
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
見
る
た
め
に
、
今
度
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
連
体
形
「
シ
L

「
タ
ル
L

「
ル
」
の
使
用
数
を
示
す
。
先
の
表
5
で
は
、
各
助
動
調
の
使
用
数
を
活
用
形
別
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に
分
け
ず
に
一
括
し
て
示
し
て
い
た
が
、
次
の
表
6
は、

そ
の
う
ち
か
ら
、
連
体
形
の
使
用
数
を
と
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
シ
」
「
タ
ル
」
「
ル
」
に
つ
い
て
、
各
作
品
で
ど
れ
が
よ
く
使
わ
れ
る
か
を
見
る
た
め
に
、
比
率
も
示
し
た
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
近
・
現
代
語
で
「

1
シ
タ
N
L
と
い
う
連
体
修
飾
句
や
「

1
シ
タ
ガ
」
と
い
っ
た
従
属
節
に
あ
た
る
形
を
作
る
の

片
山
、
ど
の
助
動
調
が
ど
れ
ほ
ど
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
見
た
こ
と
に
な
ろ
引
が
、
ま
ず
寸
黄
綬
章
」
と
寸
瑞
西
館
」
で
は
、
や
は
り
傾

向
が
は
っ
き
り
違
う
。
「
黄
綬
章
L

で
は
、
「
シ
」
の
使
用
が
六
割
を
占
め
て
有
力
な
の
に
対
し
、
寸
瑞
西
館
L

で
は
、
「
シ
」
の
使
用
は

む
し
ろ
少
な
く
、
「
タ
ル
」
が
五
割
で
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
ル
」
の
使
用
も
約
二
割
と
ま
と
ま
っ
た
数
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
数
字
か
ら
、
「
黄
綬
章
」
と
「
瑞
西
館
L

と
は
、
連
体
句
や
従
属
節
(
の
述
語
句
)
の
形
づ
く
り
と
い
っ
た
点
で
、

傾
向
が
違
う
文
章
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

今
一
歩
進
め
て
言
え
ば
、
明
治
期
の
文
語
文
は
、
近
代
語
を
母
語
と
す
る
書
き
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
発
想
の

根
底
に
近
代
語
的
な
も
の
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
「

1
シ
タ

N
L
や
「

1
シ

過去・完了の助動詞の連体形]

シ タJレ 1レ

黄綬章 93 61 。
(%) (60.4) (39.6) 

うきょの波 131 72 6 

(%) (62.7) (34.4) (2.9) 

瑞西館 83 152 66 

(%) (27.6) (50.5) (21. 9) 

[表6

タ
ガ
L

等
の
形
|
|
例
え
ば
寸
行
っ
た
人
L

「
咲
い
た
花
」
「
買
っ
た
も
の
」
や
「
書
い
た
が
」
と

い
っ
た
形
を
念
頭
に
、
そ
れ
を
「
行
き
し
人
L

「
咲
き
し
花
L

寸
買
ひ
し
も
の
」
や
寸
書
き
し
が
L

と
、
連
用
形
+
「
シ
」
で
表
現
す
る
の
は
、
連
用
形
が
お
な
じ
み
の
形
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

比
較
的
考
え
や
す
く
、
手
間
の
か
か
ら
な
い
こ
と
と
い
え
よ
う
(
ま
た
、
逆
を
た
ど
っ
て
理
解
し

や
す
い
も
の
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
)
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
「
行
け
る
人
L

寸
咲
け
る
花
L

「
買
へ
引
も
の
」
や
「
書
げ
引
が
」
な
ど
と
、
巳
然
形
+
「
ル
」
で
表
わ
す
こ
と
は
、
そ
れ
に
比

べ
れ
ば
一
手
聞
か
か
る
作
業
で
あ
る
。
こ
の
点
、
連
体
形
「
ル
」
に
限
ら
ず
、
そ
も
そ
も
完
了
の

助
動
詞
「
リ
」
を
使
う
に
は
、
己
然
形
(
仮
定
形
)
と
い
う
あ
ま
り
お
な
じ
み
で
は
な
い
形
を
持

ち
出
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
げ
、
手
聞
が
か
か
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
「
黄
綬
章
」

n
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の
よ
う
な
「
シ
」
を
多
用
し
て
「
ル
」
を
用
い
な
い
文
章
は
、
手
間
の
か
か
ら
な
い
、
わ
か
り
や
す
い
形
づ
く
り
を
志
向
す
る
面
が
あ

り
、
「
ル
」
(
そ
し
て
完
了
の
助
動
詞
「
リ
」
)
を
相
応
に
用
い
る
「
瑞
西
館
」
の
文
章
は
、
い
さ
さ
か
凝
っ
た
(
そ
の
点
ま
た
と
つ
つ

き
に
く
い
)
形
づ
く
り
を
志
向
す
る
面
が
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
う
。
実
際
ま
た
、
表
5
と
表
6
を
比
べ
る
と
、
寸
黄
綬
章
」
の
場

(
「
瑞
西
館
」
の
場
合
、
連
体
形
「
シ
」
は
助
動

合
、
助
動
調
「
キ
L

の
ほ
と
ん
ど
が
「
シ
L

の
形
で
の
使
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

調
寸
キ
」
の
使
用
数
の
三
分
の
二
ほ
ど
に
な
る
が
、
「
黄
綬
章
」
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
)
。
そ
し
て
、
そ
の

「
シ
」
の
使
用
の
比
率
は
、
「
タ
ル
L

に
比
べ
て
相
応
に
高
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
黄
綬
章
」
の
場
合
、
「
1
シ
列
N
」
や
「

1
シ
列

ガ
L

等
に
あ
た
る
形
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
寸
シ
」
を
用
い
て
片
付
づ
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
、
助
動
調
「
キ
L

は

ほ
ぼ
そ
う
し
た
手
間
の
か
か
ら
な
い
形
づ
く
り
専
用
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
も
、
「
黄

「シ
L

の
形
で
、

綬
章
」
の
文
章
の
志
向
す
る
方
向
は
よ
く
見
て
と
れ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
助
動
詞
「
リ
」
が
よ
く
使
わ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
助
動
詞
寸
キ
」
の
連
体
形
寸
シ
」
の

使
用
が
際
立
つ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
裏
表
の
関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
「
黄
綬
章
L

の
文
章
と
「
瑞
西
館
」
の
文
章
の
性
格
の
違
い
を
表
わ
す
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
う
き
ょ
の
波
」
が
、
正
格
な
(
崩
れ
た
印
象
の
な
い
)
文
語
文
で
あ
る
点
で
は
、
「
瑞
西
館
」
に
近
い
文
章
か
と
思

え
る
の
に
、
表
5

・6
の
数
字
の
出
方

|
l既
述
の
よ
う
に
助
動
調
寸
リ
L

の
使
用
が
僅
少
で
あ
る
点
、
ま
た
、
助
動
詞
寸
キ
L

が
そ

の
連
体
形
「
シ
」
の
形
で
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
、
「
タ
ル
」
に
対
し
て
使
用
比
率
が
高
い
と
い
う
点
で
、
む
し
ろ
「
黄
綬
章
」
と
同
等

の
傾
向
の
文
章
で
あ
る
こ
と
も
、
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
点
で
、
「
う
き
ょ
の
波
」
が
「
黄
綬
章
L

に
近
似
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
文
章
が
「
瑞
西
館
L

よ
り
は
読
み
や
す
い
印
象
を
受
け
る
こ
と
も
、
十
分
理
由
あ
る
こ
と
と
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
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接続形式の使用]

日+パ 未+パ ド/ドモ ガ ヲ モノヲ ヤ
ツツ/

ユヱニ
形式

ソノ他
ナガラ 名詞類

黄綬章 50 14 18/0 9 17 3 l 。0/0 1 17 13 

うきょの波 33 20 28/1 24 27 6 4 。1/1 1 20 30 

瑞西館 28 17 14/21 7 11 3 l 7 12/2 7 3 9 

[表7

四
、
考
察

ωー
ー
従
属
節
の
接
続
部
分
の
形
式
に
つ
い
て
|
|

こ
の
節
で
は
、
三
作
品
に
つ
い
て
、
従
属
節
の
接
続
部
分
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
づ
け
の
形

式
が
ど
れ
ほ
ど
用
い
ら
れ
る
か
の
実
態
を
見
る
こ
と
か
ら
、
考
え
て
い
き
た
い
。

主
な
も
の
十
形
式
(
「
己
然
形
+
パ
L

寸
未
然
形
+
パ
L

は、

そ
れ
ぞ
れ
寸
己
+
パ
L

寸
未
+
パ
」
と
略

と
、
形
式
名
詞
類

(1シ
タ
時
、
ー
ス
ル
タ
メ
ニ
等
)
、
そ
し
て
そ
の
他

(1
ニ
ツ
レ

テ
、
{
〉
ニ
シ
テ
モ
等
)
に
分
け
て
、
表
7
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
数
を
示
す
。
な
お
、
連
用
中
止
形
や

「
1
テ
」
形
は
、
積
極
的
な
関
係
づ
け
を
示
す
形
式
と
は
言
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
除
い
て
あ
る
。

表
7
に
関
し
て
、
二
点
、
注
目
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
「
瑞
西
館
」
の
接
続
形
式
の

使
用
の
程
度
の
低
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
表
7
の
数
字
だ
け
見
れ
ば
、
他
の
二
作
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
く

し
て
表
示
す
る
)

ら
い
の
数
が
出
て
い
る
が
、

そ
も
そ
も
三
作
品
は
、
大
き
さ

(
言
語
量
)
が
異
な
る

(
お
よ
そ
、
「
黄
綬

章
」
対
寸
う
き
ょ
の
波
」
対
「
瑞
西
館
」
が
、

3
対
5
対
9
程
度
)
の
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
の
数
字
で
見

て
い
る
わ
り
に
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
、
寸
己
+
パ
L

「
未
+
パ
」
寸
ド
/
ド
モ
〈
合
計
〉
L

ご
一
」
「
ガ
」

寸
司

/
L

の
主
要
六
形
式
に
つ
い
て
、
程
度
の
違
い
が
比
較
で
き
る
よ
う
に
補
正
し
た
も
の
を
表
8
と
し
て

示
す
。補

正
に
よ
っ
て
、
言
語
量
が
同
じ
で
あ
っ
た
場
合
、
も
と
の
数
字
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
ぐ
ら
い
の
比
重
を

も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
を
示
そ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
各
作
品
が
、
そ
の
最
小
公
倍
数
に
あ
た
る
言

そ
の
場
合
に
も
、
各
形
式
が
各
作
品
で
も
と
と
同
等
の
出
方
を
し
た
と
し
た
ら
、
ど
れ
ぐ

ら
い
に
な
る
か
の
数
を
出
す
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
表

7
の
数
字
に
つ
い
て
、
寸
黄
綬
章
」
の
数
字

語
量
を
も
ち
、

d
4
A
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に
は
日
を
か
砂
、
「
う
き
ょ
の
波
」
に
は

9
、
「
瑞
西
館
」
に
は

5
を
か
げ
て
得
ら
れ
た
数
字
を
、
表
8
と
し
て
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
使
わ
れ
方
の
程
度
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

表
8
か
ら
見
て
と
れ
る
と
お
り
、
「
瑞
西
館
」
は
、
言
語
量
の
割
か
ら
す
る
と
、
接
続
部
分
の
関
係
づ
け
の
形
式
が
使
わ
れ
る
程
度

が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
瑞
西
館
L

が
、
概
し
て
相
対
的
に
一
文
が
短
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
従
属
節
を
用
い
た
複
雑

な
構
成
の
文
を
あ
ま
り
用
い
な
い
し
、
従
属
節
が
出
て
き
て
も
、
例
え
ば

ωー

a
に
見
る
よ
う
に
、
連
用
中
止
形
や
寸

1
テ
L

形
に
よ

る
こ
と
が
多
く
、
関
係
づ
け
を
あ
ま
り
う
る
さ
く
し
て
い
か
な
い
よ
う
な
文
章
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
。

余
等
の
命
を
聞
く
べ
き
憧
僕
は
、
短
き
、
明
け
る
が
如
き
笑
を
呈
し
て
、
余
を
見
て
、
雨
手
を
袴
の
か
く
し
に
突
込
み
、

何
償
の
稗
と
語
れ
り
。
彼
は
此
誼
者
の
社
交
上
の
地
位
と
、
其
職
業
と
の
上
に
出
づ
る
こ
と
敷
等
な
る
が

制
叫
、
此
の
如
き
客
の
命
を
聴
く
は
、
辱
を
受
く
と
せ
ん
よ
り
は
、
寧
ろ
自
身
の
慰
み
半
分
な
り
と
お
も

ふ
と
い
ふ
心
を
、
余
等
に
示
め
さ
ん
と
す
る
も
の
に
似
た
り
。

「
尋
常
の
酒
を
命
じ
給
ふ
や
」
と
彼
は
問
ひ
ぬ
。
彼
は
こ
の
時
意
味
あ
り
気
な
る
目
に
て
余
を
見
て
、

我
同
座
の
客
を
尻
目
に
掛
け
、
そ
の
持
ち
た
る
巾
を
一
手
よ
り
他
手
に
移
し
た
り
。
(
三
四
一
⑪

1
⑮
)

こ
れ
に
対
し
、
寸
黄
綬
章
L

で
は
、
逆
に
接
続
形
式
の
使
用
の
程
度
が
高
く
、
は
っ
き
り
対
照
的
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
黄
綬
章
L

は、

ω
bで
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
相
対
的
に
一
文
が
長
く
、
寸
{
)
ス
ル
ニ
」

「
1
ス
レ
パ
」
と
い
っ
た
関
係
づ
け
を
、
詳
し
く
示
そ
う
と
す
る
傾
向
の
強
い
文
章
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
時
椅
子
の
背
後
な
り
し
子
供
は
、
知
ら
ぬ
お
客
様
の
永
話
に
草
臥
れ
て
、
吐
息
ほ
っ
と
せ
し

(3) 

a 

主要な接続形式の使用・補正した数]

日+パ 未+パ ド・ドモ 一 ガ ヲ

黄綬章 750 210 270 135 255 45 

うきょの波 297 180 261 216 243 54 

瑞西館 140 85 175 35 55 15 

[表8

q
J
l
l
L
U
 

刷
、
若
者
お
ど
ろ
き
て
、
あ
れ
は
誰
の
子
ぞ
と
問
へ
ば
、
老
母
ほ
〉
笑
み
。
同
宿
の
や
さ
し
い
女
子
あ
り

て
、
ま
こ
と
の
娘
も
及
ぱ
ぬ
介
抱
し
て
呉
る
〉
こ
と
な
る
が
、
あ
れ
は
そ
の
連
子
な
り
。
こ
れ
、
坊
や
、

気
兼
な
る
お
客
さ
ま
で
は
な
け
れ
刷
、
こ
〉
へ
お
い
で
と
い
ふ
。
子
供
は
お
づ
介
¥
出
て
お
ば
様
の
椅
子
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は
や
一
聞
の
内
員
聞
に
な
っ
た
れ
ば
、
唯
目
ば
か
り
ひ
か
つ
て
見
え
ぬ
。
(
六

O
⑦
1
⑪
)

そ
し
て
、
「
う
き
ょ
の
波
」
も
、
一
部
を
別
と
す
れ
ば
、
「
黄
綬
章
」
と
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

4
1
2

二
つ
目
に
、
接
続
形
式
を
使
用
す
る
程
度
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
「
瑞
西
館
」
に
お
い
て
、
三
作
の
中
で
は
こ
の
作
品
に
だ

げ
用
い
ら
れ
る
特
徴
的
な
形
式
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
「

1
ヤ
L

と
い
う
接
続
助
詞
で
あ
る
。

ω
余
の
之
を
憤
る
や
、
門
者
は
始
め
て
文
た
己
れ
を
以
て
余
よ
り
賎
し
き
も
の
と
な
し
た
り
。
(
三
五
七
⑮
1
⑮
)

こ
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。

接
続
助
調
の
「
や
」
は
間
投
助
詞
の
提
示
の
意
か
ら
転
じ
た
も
の
で
、
漢
文
に
お
け
る
、
た
と
え
ば
、
「
夫
子
是
の
邦
に
至
る
や

[
至
於
是
邦
也
]
必
ず
そ
の
政
を
聞
け
り
」
〈
論
語
・
学
而
第
一
〉
な
ど
の
、
文
中
の
也
の
訓
読
か
ら
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、

近
世
以
後
の
漢
文
式
の
文
章
に
現
れ
る
。
[
此
島
正
年
]

に
並
ん
で
立
ち
し
が
、

(
『
古
語
大
辞
典
』
(
小
学
館
)
「
や
L

の
語
誌
の
項
よ
り
)

こ
う
し
た
形
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
瑞
西
館
L

の
文
章
が
漢
文
訓
読
の
色
合
い
の
強
い
文
章
で
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
「
黄
綬
章
」
及
び
「
う
き
ょ
の
波
」
は
、
こ
れ
が
あ
ら
わ
れ
な
い
点
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
「
瑞
西
館
」
ほ

ど
漢
文
訓
読
体
的
色
合
い
の
濃
い
文
章
と
は
、

一
線
を
画
す
る
文
章
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

五
、
考
察

ωー
ー
音
便
等
に
つ
い
て
|
|

こ
の
節
で
は
、
音
便
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
こ
こ
で
は
、

い
ろ
い
ろ
な
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
得
る
接
続
助
調
「
テ
」
と
完
了

の
助
動
詞
「
タ
リ
」
(
タ
リ
・
タ
ル
・
タ
レ
と
い
っ
た
諸
活
用
形
を
一
括
し
て
見
て
い
く
)
の
前
に
動
調
(
も
し
く
は
動
詞
+
助
動
詞
)

が
来
た
場
合
に
つ
い
て
、
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
る
か
非
音
便
形
が
あ
ら
わ
れ
る
か
を
調
べ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
「
進
ム
」
が
「
テ
L

に
前
接
す
る
場
合
、
音
便
形
を
と
っ
て
「
進
ン
デ
L

と
な
る
こ
と
も
非
音
便
形
を
と
っ
て
「
進
ミ
テ
」
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
、

au 
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音便形の使用]

テの前接部分 タリの前接部分

非音便形十テ 音便形+テ 不対立 非音便形+タリ 音便形+タリ 不対立

黄綬章 47 41 78 10 19 48 

うきょの波 139 。109 46 81 

瑞西館 113 34 119 60 226 

[表9

こ
う
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
の
形
を
と
る
か
を
調
べ
る
こ
と
は
、
文
章
の
傾
向
を
見
る
う
え
で
意
味
が
あ
る
。

し
か
し
、
動
調
「
進
メ
ル
」
の
場
合
だ
と
、
非
音
便
形
「
遡
川
テ
」
に
対
し
て
音
便
形
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
非
音
便
形
に
対
す
る
音
便
形
が
な
く
、
両
形
が
対
立
し
な
い
場
合
ま
で
、
ど
ち
ら
の
形
を

と
る
か
と
い
う
調
査
に
含
め
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
対
立
す
る
音
便
形
の
考
え

ら
れ
な
い
非
音
便
形
の
例
は
、
「
不
対
立
」
と
し
て
別
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
。
調
査
結
果
を
表
9
に
示
す
。

表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
黄
綬
章
」
に
お
け
る
音
便
形
の
使
用
は
、
寸
テ
」
の
前
接
部
分
に
お
い
て

も
「
タ
リ
」
の
前
接
部
分
に
お
い
て
も
際
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
テ
L

の
前
接
部
分
で
は
、
次
の
と
お

り
撮
音
便
・
促
音
便
・
イ
音
便
・
ウ
音
便
の
い
ず
れ
も
が
、
ご
く
ふ
つ
う
に
出
て
く
る
。

聞
け
て
も
善
か
る
べ
き
か
と
、
一
臆
問
う
て
封
を
載
れ
ば
、

後
勲
章
に
添
う
た
る
書
付
、
御
一
所
に
讃
ん
で
見
し
に
、

も
し
も
の
こ
と
が
あ
っ
て
は
と
、
親
切
の
心
入
な
る
べ
し
。

(
五
三
⑮
)

(
五
四
⑮
)

(
五
五
⑮
)

(
五
六
⑫
)

(
五
七
⑨
1
⑩
)

こ
の
話
の
う
ち
に
女
子
は
四
つ
ば
か
り
の
男
の
子
の
手
を
引
い
て
入
り
し
が
、

頭
巾
な
ど
刷
州
制
お
ち
つ
き
な
さ
れ
ず
や
。

一
見
そ
こ
そ
こ
の
数
が
出
て
い
る
よ
う

な
お
、
「
テ
L

の
前
接
部
分
に
つ
い
て
は
、
「
瑞
西
館
」
で
も
、

に
見
え
る
が
、
「
黄
綬
章
」
が
「
瑞
西
館
」
の
三
分
の
一
程
度
の
言
語
量
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
黄

綬
章
」
の
「
テ
」
の
前
接
部
分
で
は
、
格
段
に
音
便
形
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
タ
リ
」
の
前
接
部
分
に
つ
い
て
は
、
音
便
形
は
、
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」
で
は
各
一
例

と
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
「
黄
綬
章
L

で
は
、
接
音
便
以
外
の
各
音
便
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
よ
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
若
干
例
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

森鴎外訳「黄綬章」の文章について(藤田)n
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一
聞
に
置
い
た
る
道
具
は
、

あ
の
指
ぎ
っ
た
る
赤
ら
顔
と
白
髪
頭
に
て
、

笑
ふ
と
き
も
締
っ
た
る
憧
の
口
元
に
、

(
五
二
⑦
・
黄
)

(
五
三
⑨
i
⑩
・
黄
)

(
五
七
③
i
④
・
黄
)

(
五
七
⑮
・
黄
)

(
六
二
④
・
黄
)

(
三
五
六
⑮
・
瑞
)

(
六
一
七
⑨
・
う
)

お
か
み
様
く
べ
て
置
い
て
下
さ
っ
た
れ
ば
、

ま
だ
思
う
た
る
半
分
も
い
は
れ
ぬ
う
ち
に
、

落
ち
合
う
た
る
慮
に
在
り
。

欝
を
左
右
に
わ
け
で
か
い
た
る
さ
ま
、

近
代
語
で
は
、
「
テ
」
や
寸
夕
」
に
動
詞
連
用
形
が
前
接
す
る
場
合
、
音
便
形
が
と
れ
る
な
ら
音
便
形
が
専
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
近
代
に
お
い
て
口
語
で
は
、
寸
テ
」
や
寸
夕
」
の
前
は
、
音
便
形
が
と
れ
る
な
ら
音
便
形
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

寸
黄
綬
章
」
の
よ
う
に
「
テ
」
の
前
で
音
便
形
が
目
立
つ
こ
と
は
、
口
語
的
で
平
俗
な
印
象
を
強
く
す
る
要
因
で
あ
る
し
、
ま
た
1

タ

リ
L

の
前
で
音
便
が
際
立
つ
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
口
語
の
音
便
形
+
「
タ
L

の
形
を
「
タ
リ
」
の
類
に
代
え
て
作
ら
れ
た
、
い
わ
ば
口

語
の
形
に
基
づ
い
て
発
想
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
(
実
際
、
例
え
ば
「
く
べ
て
置
い
て
下
さ
っ
た
れ
ば
」
に
対
し
て
、

「
く
べ
て
置
い
て
下
さ
っ
た
り
」
と
い
う
言
い
切
り
は
い
か
に
も
変
で
、
こ
れ
は
「
タ
レ
/
タ
リ
」
の
自
然
な
連
接
と
し
て
あ
る
形
で

は
な
く
、
「
く
べ
て
置
い
て
下
さ
っ
た
の
で
」
を
も
と
に
生
ま
れ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
)
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
音

便
が
際
立
つ
と
と
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
稿
で
「
黄
綬
寧
」
に
関
し
て
種
々
述
べ
て
き
た
こ
と
と
も
一
貫
す
る
こ
と
で
、
「
黄
綬
章
」
の

文
章
に
、
文
語
文
と
は
い
え
、
か
な
り
口
語
に
傾
い
た
性
格
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

5
1
2

こ
こ
で
、
一
点
補
足
し
て
お
き
た
い
。
右
に
、
「
黄
綬
章
」
に
お
い
て
音
便
形
の
使
用
が
目
立
つ
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
音

便
形
は
、
「
瑞
西
館
L

で
も
「
テ
」
の
前
接
部
分
で
は
あ
る
程
度
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
う
き
ょ
の
波
」
で
は
、
寸
テ
」

の
前
接
部
分
で
、
全
く
音
便
形
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
既
に
見
て
き
た
と
お
り
、
種
々
の
語
嚢
・
語
法
的
事
項
か
ら
す
る
と
、
「
黄
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綬
章
」
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
「
う
き
ょ
の
波
」
で
あ
り
、
「
瑞
西
館
」
は
か
な
り
異
質
な
文
章
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の

に
、
こ
と
音
便
に
関
し
て
は
、
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
は
う
ら
は
ら
に
、
寸
瑞
西
館
」
の
方
に
あ
る
程
度
の
使
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。

お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
、
「
瑞
西
館
」
が
、
筆
者
(
余
)
の
一
人
称
的
な
語
り
の
形
式
の
小
説
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
で
あ
る
「
余
」
の
語
り
口
の
抑
揚
を
感
じ
さ
せ
、
更
に
は
語
り
に
反
映
さ
れ
る
心
の
動
き
を
う
か
が
わ
せ

る
も
の
と
し
て
、
あ
る
程
度
音
便
形
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
印
刷
は
、
と
も
に
音
便
形
と
非

音
便
形
が
極
め
て
近
い
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で
あ
る
が
、
両
形
が
「
余
」
の
心
の
揺
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
効
果
的

に
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。

ωー

a

人
は
こ
の
永
劫
不
静
、
無
限
嬰
易
の
善
悪
の
混
沌
に
向
っ
て
、
匝
し
て
市
し
て
こ
れ
を
別
た
ん
と
し
た
り
。

(
三
五
八
⑪
1
⑫
)

こ
の
所
謂
知
識
は
天
然
の
人
性
、
常
に
善
に
向
ひ
て
福
祉
を
求
む
る
人
性
を
減
す
も
の
な
り
。
(
三
五
八
⑮

i
⑮
)

我
客
を
噌
笑
す
る
は
何
ぞ
。
来
り
て
余
等
二
人
の
傍
に
坐
す
る
は
何
ぞ
。
我
客
は
客
な
り
。
汝
は
奴
僕
に
非
ず
や
。
午
餐
の
卓

に
て
は
、
汝
何
ぞ
余
を
瑚
笑
せ
ざ
り
し
。
汝
何
ぞ
来
っ
て
我
傍
に
坐
せ
ざ
り
し
。
(
三
四
九
⑤
1
⑥
)

ωの
場
合
、

a
は
か
そ
ん
な
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
し
た
。
と
い
っ
た
趣
旨
の
言
明
で
、
こ
こ
で
は
音
便
形
「
向
っ
て
」
が
用
い
ら

れ
る
が
、

b
は
一
般
論
的
な
言
明
で
、
こ
こ
で
は
非
音
便
形
「
向
ひ
て
」
が
用
い
ら
れ
る
。
あ
た
か
も
、
発
言
の
背
後
に
情
意
的
な
心

の
動
き
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
、
音
便
形
の
使
用
が
そ
れ
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
川
聞
は
無
礼
な
億
僕
(
ボ

I
イ
)
を
詰

問
す
る
場
面
の
言
葉
で
あ
る
が
、
最
初
は
、
か
ど
う
し
て
ー
な
の
か
。
と
問
い
つ
め
、
次
第
に
言
い
募
っ
て
9

ど
う
し
て

1
で
な
い
の

か
e

と
相
手
の
非
を
あ
げ
つ
ら
う
が
、
最
初
は
非
音
便
形
寸
来
り
て
」
が
用
い
ら
れ
、
後
で
は
音
便
形
寸
来
っ
て
」
が
用
い
ら
れ
る
。

あ
た
か
も
、
段
々
に
寸
余
L

が
激
し
て
き
た
口
調
を
う
か
が
わ
せ
、
心
の
動
き
を
物
語
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

(6) (5) 

b 
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一
人
称
的
な
語
り
の
形
式
を
と
る
小
説
に
お
い
て
、
語
り
手
の
語
り
口
調
を
生

か
す
技
法
的
な
も
の
と
し
て
出
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
、
「
黄
綬
章
」
の
場
合
な
ど
と
い
さ
さ
か
異
な
る
位
置
づ
け
が
必

要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
付
け
加
え
れ
ば
、
コ
っ
き
よ
の
波
」
は
、
淡
々
と
事
件
を
第
三
者
的
に
描
写
し
て
い
く
小
説
で
、
右
の
よ
う
な
技

ま
た
、
正
格
な
文
語
文
で
あ
る
故
に
、
音
便
を
回
避
す
る
傾
向
が
強
い
も
の
と

こ
の
よ
う
に
、
「
瑞
西
館
L

で
の
音
便
の
使
用
は
、

法
的
な
音
便
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
文
章
で
は
な
く
、

思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
音
便
形
の
使
用
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

5
1
3

お
し
ま
い
に
、
今
一
つ
音
便
に
類
す
る
事
柄
を
付
け
加
え
て
お
く
。

形
容
詞
の
連
体
形
は
、
中
古
語
の
語
法
を
基
盤
と
す
る
文
語
文
で
は
、
も
ち
ろ
ん
「

1
キ
」
語
尾
で
あ
る
が
、
表
叩
に
見
る
と
お
り

「
黄
綬
章
」
で
は
「

1
イ
」
語
尾
も
用
い
ら
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
が
有
力
で
あ
る
。
こ
の
「

1
イ
」
語
尾
は
、
も
ち
ろ
ん
「

1
キ
」
語
尾

形容詞の連体形語尾]

~キ ~イ

黄綬章 13 29 

うきょの波 68 。
瑞西館 92 。

[表10

の
形
か
ら
音
韻
変
化
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
近
・
現
代
語
の
形
容
詞
連
体
形
(
そ
し
て
、
終
止
形
と
し
て

も
使
わ
れ
る
)
の
形
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
語
に
対
し
て
口
語
と
受
け
と
め
ら
れ
る
形
で
あ
る
が
、
「
黄
綬
章
」

で
は
、
こ
の
形
が
会
話
文
に
限
ら
ず
全
体
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
黄
綬
章
L

の
文
章
が
、
文
語
体
な
が
ら
口
語
的
要
素
を
折
衷
す
る
よ
う
に
含
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
く
り
返
し
見
て
き
た
が
、
右
の
よ
う
な
こ
と
も
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
に
加
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
の
他
、
「
黄
綬
章
」
で
は
、
「

1
ヨ
ウ
ナ
/
ソ
ウ
ナ
」
と
い
っ
た
近
・
現
代
語
的
な
連
体
形
が
、
(
例
え
ば

一
例
だ
け
だ
が
準
体

「
鎌
の
や
う
な
る
お
月
さ
ま
」
(
五
九
③
)

の
よ
う
な
形
と
と
も
に
)
用
い
ら
れ
た
り
、

助
詞
「
ノ
」
の
使
用
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
文
語
体
と
は
本
来
相
容
れ
な
い
近
・
現
代
語
的
語
法
が
さ
ま
ざ
ま
混

入
し
て
き
て
い
る
。

(7) 

い
ま
も
見
る
や
う
な
は
、

あ
の
晩
に
技
摘
さ
う
な
顔
し
て
、

い
つ
も
の
役
所
の
小
使
が
わ
が
家
に
来
し

と
き
な
り
。

(
五
三
⑨
)
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(8) 

(
五
三
⑫
)

今
夕
の
や
う
な
叫
は
ま
だ
な
か
り
き
と
申
し
ザ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
や
は
り
こ
の
稿
で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
と
も
一
貫
す
る
、
こ
の
作
品
の
一
つ
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
あ
る
。

六
、
ま

と

め

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
総
括
し
て
お
く
。

「
黄
綬
章
L

の
文
章
は
、
ま
ず
漢
文
訓
読
的
な
色
合
い
の
強
い
「
瑞
西
館
L

と
は
、
同
じ
文
語
文
と
は
い
え
、
次
の
よ
う
な
点
で
対

照
的
な
性
格
の
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

語
種
構
成
(
漢
語
の
比
重
)

④ ③ ② ①  

比
況
・
例
示
の
助
動
調
と
し
て
、
寸
如
シ
L

を
使
わ
ず
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
を
用
い
る
。

完
了
の
助
動
詞
「
リ
」
を
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
(
そ
し
て
、
助
動
詞
「
キ
」
の
連
体
形
「
シ
」
の
使
用
が
目
立
つ
)
。

接
続
形
式
の
使
用
度
が
高
い
。

更
に
、
「
黄
綬
章
」
の
文
章
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
点
で
、
近
・
現
代
語
的
な
語
法
・
表
現
を
さ
ま
ざ
ま
に
含
み
込
ん
で
い
る
。

θ

断
定
の
助
動
詞
の
打
消
と
し
て
、
(
寸
ニ
ア
ラ
ズ
」
の
類
だ
け
で
な
く
)
寸
デ
ナ
シ
」
の
類
を
用
い
る
。

。
「
テ
」
形
式
の
補
助
動
詞
の
表
現
を
多
用
す
る
。

⑤
音
便
形
の
使
用
度
が
高
い
。

@
形
容
調
連
体
形
と
し
て
(
寸

1
キ
」
形
ば
か
り
で
な
く
)
「

1
イ
」
形
を
用
い
る
。

こ
う
し
た
近
・
現
代
語
的
な
語
法
・
表
現
は
、
口
語
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
、
そ
う
し
た
口
語
的
要
素
が
(
や
は
り
そ
れ
と
は
っ
き

り
感
じ
ら
れ
る
口
語
的
な
語
句
・
言
い
回
し
と
と
も
に
)
文
語
文
に
折
衷
的
に
含
み
込
ま
れ
て
い
る
文
章
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
ま
り
に

文
語
文
と
し
て
整
わ
ず
、
俗
に
傾
い
た
印
象
を
与
え
る
|
|
こ
の
点
が
、
後
に
鴎
外
自
身
が
「
黄
綬
章
」
を
「
飴
り
に
卑
し
L

と
評
し
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た
一
つ
の
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
寸
瑞
西
館
」
は
、
寸
黄
綬
章
」
と
は
対
極
的
に
、
そ
う
し
た
近
・
現
代
語
的
語
法
・
表
現
が
介
入
し
な
い
文
章
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
漢
文
訓
読
文
的
性
格
を
特
徴
づ
げ
る
も
の
と
し
て
、
「
黄
綬
章
」
「
う
き
ょ
の
波
」
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
い
接
続
助
詞

「
ヤ
」
の
使
用
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の
語
法
自
体
が
、
近
世
以
降
の
も
の
と
さ
れ
る
点
で
は
、
や
は
り
時
代
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
と

も
い
え
る
。

そ
し
て
、
寸
う
き
ょ
の
波
」
は
、
右
の
①
③
④
の
よ
う
な
点
で
「
黄
綬
章
」
と
近
い
傾
向
を
示
す
が
、
近
・
現
代
語
的
な
語
法
・
表

現
の
混
入
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
文
語
文
と
し
て
整
っ
た
印
象
が
あ
る
。
「
黄
綬
章
L

と
近
い
面
が
あ
る
こ

と
が
、
む
し
ろ
意
外
に
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
う
き
ょ
の
波
」
で
は
、
テ
形
式
の
補
助
動
調
も
「
黄
綬
章
」
ほ
ど
で
は

な
い
に
せ
よ
い
く
ら
か
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
寸
ヤ
ウ
ナ
リ
」
専
用
の
「
黄
綬
章
」
と
も
、
も
っ
ぱ
ら
寸
如
シ
」
を
用
い
る

(
寸
ヤ
ウ
ナ
リ
」
は
ご
く
わ
ず
か
の
)
寸
瑞
西
館
」
と
も
違
い
、
「
如
シ
」
も
「
ヤ
ウ
ナ
リ
」
も
同
じ
く
ら
い
用
い
る
点
で
、
両
者
の
中

問
的
な
傾
向
を
示
す
部
分
も
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
「
黄
綬
章
L

の
文
章
の
性
格
を
考
え
、
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
「
瑞
西
館
L

「
う
き
ょ
の
波
」
の
文
章
に
つ
い

自
白

u-----a，‘

て
も
性
格
づ
け
た
。

と
こ
ろ
で
、
後
に
は
「
黄
綬
章
は
齢
り
に
卑
し
」
と
述
べ
た
鴎
外
で
あ
っ
た
が
、
『
水
沫
集
』
を
編
む
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
も
除

く
こ
と
な
く
収
録
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
章
に
も
全
く
意
味
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
結
果

と
し
て
、
『
水
沫
集
』
に
は
、
実
に
多
様
な
ス
タ
イ
ル
の
文
章
が
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
思
う
に
、
『
水
沫
集
』
に
は
、
新
時
代
の
文
学

言
語
と
し
て
い
か
な
る
も
の
が
あ
り
得
る
か
を
種
々
試
み
た
鴎
外
の
8

実
験
。
結
果
の
集
成
・
見
本
帳
と
い
っ
た
意
味
を
見
て
と
っ
て

よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
黄
綬
章
L

は
、
文
語
体
な
が
ら
、
そ
れ
を
思
い
切
っ
て
平
俗
に
崩
し
て
み
た
、
一
つ
の
極
端
な

試
み
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
巷
聞
の
人
情
話
的
な
内
容
を
書
く
の
に
は
、
整
っ
た
正
格
の
文
語
文
は
そ

nr
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ぐ
わ
な
く
思
え
、
こ
こ
ま
で
崩
す
可
能
性
を
試
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

以
上
、
こ
の
稿
で
は
『
水
沫
集
』
所
収
の
文
語
体
翻
訳
小
説
の
う
ち
、
一
つ
の
極
端
に
傾
い
た
事
例
と
思
え
る
寸
黄
綬
寧
L

を
と
り

上
げ
、
そ
の
文
章
を
他
の
文
語
体
の
二
作
品
(
「
瑞
西
館
」
「
う
き
ょ
の
波
」
)
と
対
比
し
つ
つ
考
察
し
た
。
『
水
沫
集
』
所
収
の
文
語
体

翻
訳
小
説
と
し
て
は
、
し
か
し
、
ま
だ
他
に
い
く
つ
も
の
作
品
が
あ
る
。
今
少
し
続
け
て
、
そ
う
し
た
諸
作
品
の
文
章
を
検
討
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

(二

O
O九、
四

稿

註ω
「
投
ず
」
「
誼
迭
す
」
の
よ
う
な
漢
語
+
「
ス
」
の
複
合
動
詞
、
「
壮
麗
な
り
」
寸
努
第
た
り
」
の
よ
う
な
漢
語
+
「
ナ
リ
/
タ
リ
」
の
形
容

動
詞
、
寸
次
第
に
」
寸
篭
も
」
の
よ
う
な
漢
語
+
語
尾
の
副
詞
は
、
混
種
語
と
は
せ
ず
、
一
語
の
漢
語
と
し
て
扱
っ
た
。

な
お
、
寸
賛
綬
章
」
は
全
ロ
頁
分
の
調
査
だ
が
、
「
う
き
ょ
の
波
」
は
計
数
に
不
備
が
あ
っ
て
、
全
加
頁
中
実
質
的
に
1
頁
分
の
デ
l
タ
が

使
え
な
か
っ
た
。
寸
瑞
西
館
」
は
本
文
に
あ
る
と
お
り
半
分
の
量
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
る
。
全
体
の
傾
向
を
う
か
が
う
に
は
十
分
と
思
う

が
、
未
調
査
分
・
使
え
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
後
日
改
め
て
確
認
し
、
完
壁
を
期
し
た
い
。

ω
ま
た
、
正
格
な
文
語
文
と
感
じ
ら
れ
る
「
う
き
ょ
の
波
」
よ
り
平
俗
な
「
黄
綬
章
」
の
方
が
漢
語
の
比
率
が
高
く
な
る
こ
と
な
ど
も
、
意

外
で
あ
る
。
な
お
、
寸
う
き
ょ
の
波
」
で
外
来
語
の
比
率
が
や
や
高
く
な
る
の
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
チ
ェ
コ
人
た
ち
の
人
名
や
そ
の
地
の

地
名
な
ど
が
く
り
返
し
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

ω
比
況
の
言
い
方
と
し
て
は
、
他
に
「

1
ニ
似
タ
リ
」
が
あ
り
、
「
瑞
西
館
」
で
8
例
、
「
う
き
ょ
の
波
」
で
1
例
用
い
ら
れ
、
「
黄
綬
章
」

で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
用
例
数
が
多
く
な
い
の
で
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
が
、
「
瑞
西
館
」
で
の
使
用
が
目
立
ち
、
「
黄
綬
章
」
で
用

い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
「
如
シ
」
と
同
じ
よ
う
な
漢
文
訓
読
的
な
色
合
い
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
形
式
か
と
思
わ
れ
る
。

ω
も
っ
と
も
、
中
古
ま
で
の
こ
う
し
た
語
法
の
場
合
、
後
接
動
詞
は
必
ず
し
も
完
全
に
補
助
動
詞
化
し
て
は
い
な
い
と
さ
れ
、
明
治
期
文
語

文
の
寸
勤
め
居
る
」
の
よ
う
な
言
い
方
で
は
、
後
接
動
詞
に
実
質
的
な
意
味
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
と
や
や
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

同
な
お
、
「
気
が
付
き
て
見
れ
ば
衣
類
も
奮
い
ば
か
り
卑
し
く
は
な
し
」
(
五
七
③
)
の
よ
う
な
場
合
は
、
「
見
ル
」
が
補
助
動
詞
化
し
て
い
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な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
テ
形
式
の
補
助
動
詞
の
用
例
と
は
し
な
い
。

刷
岡
本
勲
ご
九
八
七

a)
部
頁
。
な
お
、
岡
本
は
、
一
般
に
助
動
詞
寸
キ
L

の
終
止
形
は
上
接
語
が
限
ら
れ
て
く
る
こ
と
、
「
ヌ
L

「ツ」

も
活
用
形
が
完
備
せ
ず
終
止
形
専
用
と
な
り
が
ち
な
こ
と
な
ど
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
問
論
文
の
「
五
」
や
岡
本
(
一
九
八
六
)
で
は
、
中

古
の
語
法
に
通
じ
た
鴎
外
の
場
合
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
は
い
な
い
と
論
じ
て
い
る
。

仰
な
お
、
岡
本
勲
(
一
九
八
二
)
(
一
九
八
七
b
)
は
、
明
治
期
の
新
聞
記
事
や
鴎
外
の
「
即
興
詩
人
」
の
文
章
に
つ
い
て
の
調
査
か
ら
、

「
リ
」
(
終
止
形
)
は
「
タ
リ
」
と
比
べ
て
そ
の
鋭
い
音
の
印
象
放
に
、
緊
迫
し
た
場
面
の
描
写
に
用
い
ら
れ
、
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
効
果

を
生
む
べ
く
利
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寸
瑞
西
館
」
に
お
い
て
助
動
詞
「
リ
」
の
使
用
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
た
だ
そ

の
よ
う
な
緊
迫
し
た
描
写
の
効
果
を
求
め
た
故
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
表
5
・
6
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寸
瑞
西
館
」
の
「
リ
L

の
用
例

の
半
ば
近
く
が
、
連
体
形
「
ル
」
の
用
例
で
あ
り
、
寸
ル
」
に
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
緊
迫
し
た
効
果
を
生
む
表
現
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と

さ
れ
る
(
岡
本
こ
九
八
七
b
)
ロ
頁
)
の
だ
か
ら
、
表
現
効
果
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
で
「
リ
」
の
使
用
数
が
大
き
く
な
っ
た
と
は
、

考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
か
緊
迫
し
た
場
面
の
描
写
。
と
い
う
な
ら
、
動
き
が
多
く
緊
迫
し
た
物
語
が
続
く
「
う
き
ょ
の
波
」

に
お
い
て
寸
リ
」
の
使
用
数
が
伸
び
な
い
の
も
不
審
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
稿
の
三
作
品
を
見
て
い
く
場
合
は
、
「
リ
」
の
使
用
は
、

基
本
的
に
は
文
体
差
の
指
標
と
し
て
見
て
い
く
方
が
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。

倒
「
ツ
」
「
ヌ
」
に
つ
い
て
は
、
「
舞
姫
L

に
お
い
て
鴎
外
が
集
中
的
に
改
訂
の
手
を
入
れ
て
い
る
事
項
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
『
水
沫
集
』
所
収
の
他
の
文
語
文
作
品
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
少
な
か
ら
ぬ
改
訂
の
跡
が
確
認
で
き
る
。
「
ツ
」
「
ヌ
L

に
つ

い
て
、
鴎
外
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
改
訂
の
手
を
入
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
に
考
え
て
み
た
い
。

削
も
ち
ろ
ん
ま
た
、
寸

1
シ
タ
ノ
(
/
コ
ト
)
ヲ
L

の
よ
う
に
、
準
体
助
詞
・
形
式
名
詞
に
か
か
る
形
に
あ
た
る
も
の
を
作
る
場
合
、
「

1
セ

シ
ヲ
」
「

1
シ
タ
ル
ヲ
L

「
1
セ
ル
ヲ
」
な
ど
と
準
体
助
詞
・
形
式
名
詞
を
削
っ
て
連
体
形
準
体
法
の
形
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て

い
る
が
、
記
述
の
便
宜
上
、
こ
れ
は
連
体
修
飾
に
含
め
て
考
え
て
い
る
。

側
明
治
期
文
語
文
で
は
、
し
ば
し
ば
「
キ
」
の
連
体
形
「
シ
L

は
、
文
末
の
言
い
切
り
用
法
で
用
い
ら
れ
る
が
、
鴎
外
の
場
合
、
(
引
用
句

「
1
ト
」
に
引
か
れ
た
引
用
文
の
文
末
の
よ
う
な
場
合
に
例
外
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
除
い
て
)
そ
の
よ
う
な
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。
従
っ

て
、
本
文
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
妥
当
と
思
う
。
た
だ
し
、
細
か
く
言
え
ば
、
寸
何
事
あ
っ
て
蹄
り
し
か
」
(
五
九

@
・
賞
)
の
よ
う
な
疑
問
の
終
助
詞
の
前
や
、
係
結
の
結
び
の
形
と
し
て
(
三
四
九
⑥
・
瑞
)
、
「
シ
」
が
文
末
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

本
文
で
は
、
そ
う
し
た
少
数
の
例
は
措
い
て
考
え
て
い
る
の
で
、
や
や
割
り
切
っ
た
論
じ
様
に
な
っ
て
じ
る
。
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寸
笑
ふ
聾
愈
々
高
う
な
り
ぬ
」
(
三
三
七
⑭
・
瑞
)

の
よ
う
な
形
容
詞
連
用
形
の
ウ
音
便
な
ど
は
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
と
り
上
げ
な
い
。
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