
近
世
後
期
に
お
け
る
形
容
詞

そ
の
勢
力
に
つ
い
て

「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
と

増

井

典

夫

、
は
じ
め
に

「
き
つ
い
」
と
い
う
語
の
使
用
は
室
町
時
代
頃
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
日
葡
辞
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

ρ
宮
三

華
く
＼
（
卿
∪
ぐ
・
）
ぱ
ぐ
・

○
一
⇔
曾
゜
。
③
　
（
卯
o
爪
）

〇
一
［
a
　
（
雛
o
ψ
）

（
白
合
）
♂
卿
陽
↑
ぐ
〆
（
臼
什
）
’
抽
が
〉
〃
卿
　
（
臼
什
）
’
☆
吋

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

淑徳国文31

右
の
記
述
の
よ
う
に
、
室
町
頃
の
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
は
現
代
と
そ
れ
ほ
ど
異
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
世
後
期
に
お
い
て
は
、
現
代
の
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
で
あ
る
、

◎
感
覚
に
受
け
る
刺
激
が
強
い
。
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⑤
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
で
は
許
さ
な
い
さ
ま
。
厳
し
い
。

　
◎
こ
ら
え
た
り
、
な
し
と
げ
た
り
す
る
の
が
大
変
で
あ
る
。
た
え
が
た
く
つ
ら
い
。

　
③
人
の
気
性
が
は
げ
し
い
。

　
◎
物
理
的
に
す
き
間
が
な
い
。
ゆ
る
み
が
な
い
。
ま
た
、
せ
ま
く
て
窮
屈
だ
。
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り
）

と
い
っ
た
も
の
の
他
に
、

　
⑥
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
。
大
変
な
程
度
で
あ
る
。
（
『
同
』
）

の
意
味
・
用
法
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
［
国
圏
お
ば
さ
ん
此
頃
は
。
お
と
う
ぐ
し
う
ご
ざ
り
や
す
閨
L
き
つ
い
お
み
か
ぎ
り
だ
の
。
さ
き
か
ら
お
き
や
く
が
待

　
　
か
ね
て
だ
よ
（
妓
者
呼
子
鳥
、
で
酒
落
本
大
成
』
7
、
m
P
）

②
［
固
圏
お
ま
へ
迄
同
し
や
う
に
誉
な
ん
す
わ
つ
ち
ら
か
師
匠
な
と
は
人
ま
ね
は
き
つ
い
き
ら
い
さ
（
浄
瑠
璃
稽
古
風
流
、
『
同
』
7
、

　
　
1
2
P
）
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①
②
に
み
ら
れ
る
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
は
現
代
に
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、

　
⑧
あ
る
行
為
や
こ
と
ば
、
情
況
な
ど
に
対
し
て
そ
れ
が
普
通
で
な
い
こ
と
を
感
嘆
の
気
持
を
込
め
て
い
う
。
た
い
し
た
も
の
だ
。

　
⑤
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。
（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）

と
い
っ
た
例
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
現
代
に
は
み
ら
れ
な
い
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
語
が
近

世
後
期
に
お
い
て
ど
れ
位
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。



淑徳国文31

　
　
　
　
二
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
き
つ
い
」
の
勢
力
の
広
が
り
に
つ
い
て

　
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
た
い
そ
う
」
と
い
っ
た
意
で
の
「
き
つ
い
」
の
用
例
は
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
近
世
前
期
頃
か
ら
既
に
み

ら
れ
る
。

③
何
者
や
ら
。
道
ば
た
に
ふ
せ
つ
て
お
る
。
い
て
見
て
ま
い
ろ
う
ず
。
さ
て
も
く
。
ね
て
お
る
こ
そ
は
。
と
う
り
な
れ
。
は
れ
き
つ
う

　
　
よ
う
て
お
る
。
（
狂
言
記
ー
茶
壺
、
『
狂
言
記
の
研
究
・
翻
字
編
』
口
2
9
オ
⑪
）

④
と
の
さ
ま
の
。
お
が
つ
て
ん
が
。
ま
い
ら
ぬ
こ
そ
だ
う
り
で
。
御
ざ
り
ま
す
れ
。
か
う
い
た
し
ま
す
る
と
。
き
つ
う
ひ
ろ
が
り
ま
す
る

　
　
（
同
－
末
広
が
り
、
『
同
』
国
3
ウ
⑩
）

⑤
茂
兵
衛
殿
へ
の
あ
た
り
は
皆
惜
氣
か
ら
起
つ
た
事
。
私
に
き
つ
う
惚
れ
た
と
て
。
隙
さ
へ
あ
れ
ば
抱
き
つ
い
た
り
袖
引
い
た
り
。
（
大

　
　
経
師
昔
暦
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
近
松
浄
瑠
璃
集
上
』
祝
P
）

　
『
近
世
文
学
総
索
引
』
に
収
め
ら
れ
た
近
松
世
話
物
十
二
編
中
「
き
つ
い
」
は
計
7
例
（
内
「
き
つ
う
」
3
例
）
み
え
る
に
す
ぎ
ず
、
数

は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
近
世
中
期
頃
以
降
、
「
き
つ
い
」
の
用
例
が
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
江
戸
酒
落
本
に
お
け
る
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
既
に
彦
坂
佳
宣
氏
の
言
及
が
あ
り
（
『
講
座
日
本
語
の
語
彙
5
』
「
酒
落

　
　
　
　
　
　
エ
　
ザ

本
の
語
彙
」
加
～
批
P
）
、
こ
の
語
の
現
代
に
は
み
ら
れ
な
い
多
様
な
意
味
・
用
法
は
、
「
酒
落
本
の
感
覚
的
な
表
現
傾
向
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
き
つ
い
」
の
「
感
覚
的
な
表
現
傾
向
」
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
例
は
、
酒
落
本
だ
け
に
は
限
ら
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
。
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へ
　
ロ

「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
に
お
い
て
「
き
つ
い
」
を
み
る
と
、
「
浮
世
風
呂
」
で
は
1
5
例
、
「
浮
世
床
」
で
は
1
7
例
「
き
つ
い
」
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
う
ち
「
浮
世
床
」
で
の
形
容
詞
は
、
異
な
り
語
数
地
語
、
総
用
例
数
肋
例
み
ら
れ
る
が
、
「
き
つ
い
」
の
1
7
例
と
い
う
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
よ
い
・
い
い

　
な
い

　
わ
る
い

　
は
や
い

　
あ
り
が
た
い

　
わ
か
い

の
6
語
に
次
ぐ
、

　
こ
の
中
に
、

⑥
い
ぬ

18　　18　　33　　52　　209　　264

例　例　例　例　例　例

　
　
　
　
　
　
　
第
7
位
の
用
例
数
で
あ
る
。
現
代
の
作
品
に
お
い
て
は
「
き
つ
い
」
は
一
つ
の
作
品
の
中
で
、
せ
い
ぜ
い
一
度
用
い
ら
れ

る
カ
と
う
カ
で
あ
る
か
ら
、
「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
で
の
「
き
つ
い
」
の
使
用
頻
度
は
相
当
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
い

　
　
　
　
「
…
…
お
釜
と
丁
度
能
お
友
達
だ
　
き
ぢ
「
ハ
イ
。
有
が
た
う
。
ホ
ン
ニ
お
釜
さ
ん
も
き
つ
い
御
成
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
毎
日
よ

　
　
く
御
稽
古
に
お
通
ひ
な
さ
い
ま
す
（
「
浮
世
風
呂
」
二
編
上
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
㎜
P
）

⑦
徳
「
し
か
し
美
女
だ
　
せ
い
「
男
好
の
す
る
風
だ
　
け
ん
コ
亭
主
も
ち
だ
ら
う
の
　
せ
い
「
ア
ノ
婆
さ
ま
が
跡
の
方
か
ら
に
こ
く
し

　
　
て
行
く
か
ら
、
あ
れ
は
実
の
娘
だ
ぜ
　
徳
「
き
つ
い
く
。
違
あ
る
め
へ
（
「
浮
世
床
」
初
編
中
、
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
㎜
P
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
う
け

⑧
銭
「
鶴
屋
南
北
と
は
む
か
し
の
道
外
役
者
で
、
し
か
も
位
付
が
上
上
吉
名
人
で
あ
つ
た
　
び
ん
「
今
の
は
其
家
筋
だ
が
狂
言
方
さ
　
長

　
　
「
勝
俵
蔵
の
改
名
さ
　
銭
「
ハ
ハ
ア
俵
蔵
か
　
長
「
目
さ
き
が
よ
つ
ぼ
ど
上
手
だ
の
う
　
短
「
き
つ
い
も
の
さ
（
「
浮
世
床
」
初
編
下
、

　
　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
出
P
）
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と
い
っ
た
例
が
み
ら
れ
る
。
⑥
の
例
で
の
「
き
つ
い
」
は
「
立
派
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意
に
、
⑧
は
「
す
ば
ら
し
い
」
と
い
っ
た
意
に
、
そ

れ
ぞ
れ
誉
め
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
ま
た
⑦
の
例
で
は
「
ま
さ
に
そ
の
通
り
」
当
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
・
用
法
は
現
代
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
彦
坂
氏
の
指
摘
す
る
所
の
「
洒
落
本
の
感
覚
的
な
表
現
傾
向
」
に

よ
る
と
み
ら
れ
る
「
き
つ
い
」
の
用
例
と
同
質
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
「
き
つ
い
」
の
多
様
な
用
法
は
江
戸
酒
落
本
に
特
徴
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
江
戸
語
と
し
て
広
く
見

ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
後
期
上
方
語
に
お
け
る
「
き
つ
い
」
の
勢
力

「
き
つ
い
」
の
語
誌
と
し
て
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
中
世
か
ら
認
め
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
上
方
系
の
「
え
ら
い
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
、
地
域
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
物
事
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
の
意
を
根
底
に
、
賞
賛
の
意
か
ら
蔑
視
す
る
表
現
ま
で
意
味
領
域
は
は
な
は
だ
広
い
。
〔
細
川
英
雄
〕

淑徳国文31

右
の
記
述
は
、
『
江
戸
語
事
典
』
（
昭
4
6
、
三
好
一
光
編
、
青
蛙
房
）

　
き
つ
い
　
大
し
た
　
甚
し
い
の
意
。

　
さ
ら
ば
二
色
に
ほ
め
て
や
り
ま
せ
う
。
江
戸
風
の
き
つ
い
も
の

　
（
京
伝
、
盧
生
夢
魂
其
前
日
）

に
み
ら
れ
る
、

上
方
風
の
ゑ
ら
い
も
ん
じ
や
、
や
つ
ち
や
く
、
何
と
き
よ
う
か
。

73



淑徳国文31

と
い
っ
た
記
述
等
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
細
川
氏
の
記
述
を
み
る
限
り
で
は
、
上
方
で
は
「
き
つ
い
」
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

　
し
か
し
、
近
世
前
期
の
上
方
で
は
、
先
の
⑤
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
数
こ
そ
多
く
は
な
い
も
の
の
、
「
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
」
意

で
も
「
き
つ
い
」
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。
問
題
は
上
方
に
お
い
て
「
ゑ
ら
い
」
が
用
い
ら
れ
始
め
た
近
世
後
期
以
、
降
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
の
7
6
ペ
ー
ジ
に
宝
暦
期
か
ら
寛
政
期
ま
で
の
上
方
酒
落
本
に
お
い
で
「
き
つ
い
」
の
例
が
見
え
る
作
品
を
示
す
が
、
合
わ
せ
て

「
ゑ
ら
い
」
の
例
が
見
え
る
作
品
も
示
す
。
（
『
酒
落
本
大
成
』
1
～
1
9
巻
の
全
作
品
を
調
査
対
象
と
し
た
。
第
1
巻
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の

中
に
は
宝
暦
以
前
の
も
の
も
あ
る
が
、
便
宜
上
こ
こ
に
含
め
た
。
な
お
、
刊
年
の
下
に
示
し
た
も
の
は
『
酒
落
本
大
成
』
の
巻
数
で
あ
る
。
）

　
用
例
数
を
み
る
と
、
寛
政
期
ま
で
の
上
方
酒
落
本
に
お
い
て
は
「
き
つ
い
」
が
m
例
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
ゑ
ら
い
」
が
6
1
例
と
「
き
つ
い
」

の
方
が
数
が
多
い
。
「
ゑ
ら
い
」
が
用
い
ら
れ
出
し
た
宝
暦
七
（
7
5
7
1
）
以
降
も
明
和
・
安
永
頃
ま
で
は
「
き
つ
い
」
の
方
が
優
勢
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
天
明
．
寛
政
期
に
な
る
と
、
「
き
つ
い
」
と
「
ゑ
ら
い
」
は
数
の
上
で
は
ほ
ぼ
拮
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。
「
徒
然
粋
か
川
」
（
天

明
三
）
か
ら
「
昇
平
楽
」
（
寛
政
十
二
）
ま
で
の
範
囲
で
み
る
と
「
き
つ
い
」
は
4
1
例
、
「
ゑ
ら
い
」
は
4
7
例
で
あ
る
。
ま
た
、
明
和
年
間
の

例
で
は
、

⑨
［
閣
］
き
つ
い
酔
よ
ふ
て
あ
つ
た
（
異
本
郭
中
奇
謹
『
酒
落
本
大
成
』
4
、
鋤
P
）

と
酒
酔
の
程
度
の
ひ
ど
さ
を
表
す
の
に
「
き
つ
い
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
寛
政
年
間
で
は
、

⑩
閣
］
ゑ
ら
い
よ
ふ
て
足
が
や
く
た
い
じ
や
（
昨
の
す
じ
書
『
酒
落
本
大
成
』
1
6
、
㎜
P
）
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と
「
ゑ
ら
い
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
次
第
に
「
き
つ
い
」
の
領
域
に
「
ゑ
ら
い
」
が
入
り
込
ん
で
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
た
だ
、
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
、

⑪
團
巴
切
字
が
三
ツ
有
て
そ
れ
は
仕
合
じ
や
ナ
ア
申
宗
匠
も
し
も
切
ぢ
で
無
ふ
て
穴
痔
が
三
ッ
有
つ
た
ら
き
つ
ふ
む
つ
か
し
う
て
療
治

　
　
が
な
る
ま
い
（
昇
平
楽
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
9
、
7
0
P
）

の
よ
う
に
、
寛
政
年
間
で
は
ま
だ
ま
だ
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
大
き
か
っ
た
。

　
享
和
年
間
以
降
で
も
、

⑫
同
］
…
…
是
は
さ
も
し
い
物
で
ご
ざ
り
ま
す
る
け
れ
ど
恥
出
蒙
蕊
報
り
（
略
）
国
口
凹
イ
ヱ
く
是
は
手
前
の
わ
う
か
き
つ
い
好
物

　
　
で
御
座
り
ま
す
（
嘘
之
川
、
享
和
四
・
㎜
、
『
洒
落
本
大
成
』
2
3
、
7
6
P
）

　
⑬
菊
あ
ん
ま
り
あ
ほ
ら
し
い
作
き
つ
い
あ
は
て
ナ
辻
し
か
し
是
で
落
付
た
で
あ
ろ
（
繍
潜
妻
、
文
化
四
・
㎜
、
『
洒
落
本
大
成
』
2
4
、
㎜
P
）

の
よ
う
に
文
化
年
間
頃
ま
で
は
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
ま
だ
ま
だ
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
、
ま
と
め
る
と
近
世
に
お
い
て
「
き
つ
い
」
は
、
少
な
く
と
も
文
化
年
間
頃
ま
で
は
江
戸
だ
け
で
は
な
く
上
方
で
も
広
く
用
い
ら
れ

て
い
た
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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四
、
「
き
つ
い
」
の
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法

　
　
　
こ
の
節
で
は
「
き
つ
い
」
の
〈
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
形
容
詞
の
”
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
”
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
形
容
詞
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
」
（
国
語
学
研
究
』
2
7
、
㎜
）

　
　
に
お
い
て
「
え
ら
い
」
の
場
合
と
「
お
そ
ろ
し
い
」
の
場
合
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
「
き
つ
い
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
例
が
見
ら

　
　
れ
る
。

　
　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
彦
坂
佳
宣
氏
は
、

　
　
　
⑭
口
閣
国
お
い
ら
ん
さ
あ
く
ま
ち
か
ね
て
い
た
き
つ
い
吋
ぞ
が
U
，
W
事
だ
の
［
囲
團
な
ア
に
マ
ア
な
ぜ
此
頃
は
お
い
て
な
ん
せ
ん
へ

　
　
　
　
（
傾
城
買
二
筋
道
、
寛
政
十
・
仰
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
7
、
皿
P
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
の
例
を
挙
げ
、
⑭
の
、

　
　
　
　
形
容
詞
へ
掛
か
る
と
も
み
え
る
結
合
法
も
「
浮
世
風
呂
」
な
ど
に
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
に
江
戸
酒
落
本
に
お
い
て
多
様
で
あ

　
　
　
　
る
。
（
前
出
「
酒
落
本
の
語
彙
」
加
P
）

　
　
と
記
述
し
て
い
る
。

31

E
し
か
し
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
不
十
分
な
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。

文国
　
　
寛
政
期
ま
で
の
範
囲
（
『
酒
落
本
大
成
』
1
～
1
9
巻
）
で
酒
落
本
の
用
例
を
拾
う
と
、
「
き
つ
い
」
の
形
で
形
容
詞
を
修
飾
し
て
い
る
と
み

徳淑
　
ら
れ
る
例
（
「
き
つ
ふ
、
き
つ
く
」
は
含
ま
な
い
）
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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ま
ず
江
戸
酒
落
本
の
例
で
あ
る
が
、
⑭
の
例
以
外
に
、

⑮
ナ
ン
ト
旦
那
の
お
隣
は
お
慰
み
に
な
り
ま
し
た
か
と
申
せ
は
イ
ヤ
モ
ウ
き
つ
い
面
白
ひ
事
と
云
て
彼
め
花
を
貰
ひ
に
来
た
と
思
ひ

　
葉
南
志
、
『
洒
落
本
大
成
』
9
、
脇
P
）

（
初

78

の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
な
お
、
彦
坂
氏
の
記
述
を
読
む
と
、
他
に
も
同
様
の
例
が
見
出
せ
そ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
な
か
な
か
見
出
せ

ロ
る
り

な
い
）
。

　
一
方
、
上
方
酒
落
本
に
も
同
様
の
例
が
あ
る
。

　
⑯
［
囮
さ
て
モ
シ
お
下
り
の
あ
い
だ
に
き
つ
ひ
引
づ
d
U
州
子
が
出
て
“
ご
ざ
り
舛
た
（
略
）
固
そ
い
つ
よ
ぼ
ふ
か
の
ウ
（
膵
の
す
じ

　
　
書
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
6
、
皿
P
）

　
⑰
脇
道
か
ら
か
ふ
い
ふ
と
ど
ふ
や
ら
親
仁
く
さ
い
け
れ
ど
今
の
娼
は
き
つ
い
仕
目
引
ぴ
げ
な
（
粋
学
問
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
7
、
釦
P
）

⑭
、
⑮
の
例
と
⑯
、
⑰
の
例
と
の
間
に
特
に
用
法
の
差
は
見
出
せ
な
い
か
ら
、
彦
坂
氏
の
記
述
の
よ
う
に
特
に
江
戸
酒
落
本
に
多
く
み
ら
れ

る
用
法
と
は
（
数
か
ら
言
っ
て
も
）
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
「
き
つ
い
」
が
終
止
連
体
形
の
形
で
形
容
詞
を
修
飾
す
る
用

法
は
江
戸
、
上
方
を
通
じ
て
（
洒
落
本
全
般
に
）
み
ら
れ
る
用
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
、
被
修
飾
語
を
形
容
詞
と
限
定
せ
ず
、
用
言
全
般
と
考
え
る
と
、
「
き
つ
い
」
の
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
の
例
に
は
次
の
よ
う

な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
初
め
に
江
戸
酒
落
本
の
例
と
し
て
、

　
⑬
元
来
が
仏
道
か
ら
出
た
に
よ
つ
て
色
道
も
知
て
居
ま
す
。
又
き
つ
い
信
心
な
者
月
の
三
日
に
は
。
闇
ひ
内
か
ら
大
師
様
へ
参
て
。
（
風

　
　
俗
七
遊
談
、
『
酒
落
本
大
成
』
2
、
2
4
P
）
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と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
上
方
酒
落
本
の
例
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
ヨ
が
　
　
コ
コ

⑲
達
者
な
物
し
や
、
帰
り
に
お
杣
と
鹿
野
に
逢
た
、
き
つ
い
時
花
じ
や
、
（
粋
庖
丁
、

　
　
な
ぐ
さ
み
　
　
な
ん
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
は
だ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
コ
　
ロ
　

⑳
遊
戯
も
沢
山
有
の
に
物
好
な
事
じ
や
そ
れ
を
興
行
た
衆
は
キ
ッ
イ
骨
折
な
事
じ
や

『
酒
落
本
大
成
」
1
6
、
鵬
P
）

（
南
遊
記
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
8
、頂
P
）

と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
も
用
法
の
広
が
り
は
江
戸
と
同
様
で
あ
る
。

　
な
お
、
彦
坂
氏
の
記
述
で
は
「
浮
世
風
呂
」
な
ど
に
「
き
つ
い
」
が
形
容
詞
を
修
飾
す
る
例
が
み
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、

「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
例
は
な
い
。
形
容
動
詞
を
修
飾
す
る
例
と
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
蓋
ペ
ー
ー

⑳
お
ら
ア
き
つ
い
嫌
だ
ア
。
（
浮
世
風
呂
、
二
の
下
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
』
㎜
P
）

の
よ
う
な
、
「
き
つ
い
き
ら
い
だ
」
の
例
が
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
「
き
つ
い
き
ら
い
」
の
例
は
、
他
に
「
浮
世
風
呂
」
1
例
、
「
浮

世
床
」
1
例
）

　
「
き
つ
い
き
ら
い
」
「
き
つ
い
す
き
」
の
例
は
江
戸
酒
落
本
に
多
く
、
寛
政
ま
で
の
範
囲
で
は
「
き
つ
い
き
ら
い
」
2
2
例
、
「
き
つ
い
す
き
」

11

痰
ｪ
見
出
せ
る
。

　
⑳
わ
つ
ち
ら
ア
そ
の
通
が
。
き
つ
ひ
き
ら
ひ
さ
。
（
淫
女
皮
肉
論
、
『
酒
落
本
大
成
』
7
、
鉗
P
）

　
⑳
闇
因
固
ぬ
し
や
き
つ
い
仏
さ
ん
が
剖
引
ぴ
さ
ぬ
し
や
ま
つ
な
ん
だ
へ
神
道
者
か
へ
（
郭
中
掃
除
雑
編
、
『
酒
落
本
大
成
』
7
、
8
8
P
）

　
⑳
わ
し
は
あ
た
名
を
高
慢
と
申
や
し
て
上
る
り
か
き
つ
い
す
き
て
あ
り
イ
ス
（
浄
瑠
璃
稽
古
風
流
、
『
酒
落
本
大
成
』
7
、
鵬
P
）

、
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「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
で
の
用
例
は
江
戸
酒
落
本
に
み
ら
れ
る
用
法
と
同
様
の
も
の
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
、
「
き
つ
い
」
が
形
容
詞
あ
る
い
は
形
容
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
例
を
み
て
き
た
が
、
上
方
酒
落
本
に
は
、

こ
の
ほ
か
に
「
き
つ
い
」
が
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ヨ
ぼ

⑳
東
婆
様
は
李
節
推
と
い
ふ
若
衆
方
に
き
つ
い
打
込
で
花
み
ち
か
ら
李
節
推
か
馬
二
乗
て
出
ら
れ
ま
し
た
れ
ば
（
聖
遊
廓
、
『
酒
落
本
大
成
』

　
　
2
、
皿
P
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

⑳
な
る
ほ
ど
か
ね
の
緒
と
は
よ
ふ
見
立
た
貴
公
の
所
の
長
吉
は
き
つ
い
さ
い
が
働
引
（
粋
学
問
、
『
酒
落
本
大
成
』
1
7
、
狙
P
）

⑳
の
例
だ
と
「
き
つ
い
さ
い
」
‖
「
は
げ
し
い
才
能
」
と
い
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
や
は
ザ
「
大
そ
う
（
さ
い
が
働
く
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ち
ニ
ん

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
⑳
の
例
も
「
大
そ
う
（
打
込
で
）
」
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
「
き
つ
い
」
の
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
は
江
戸
の
み
な
ら
ず
上
方
に
も
広
く
ま
た
多
様
な
姿
が
見
え
る
こ
と
を
述
べ
た
。

五
、
幕
末
以
降
の
「
き
つ
い
」
の
用
法
の
片
寄
り

　
上
方
に
お
い
て
「
き
つ
い
」
が
多
様
な
用
法
を
持
ち
、
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
文
政
三
（
脚
）
年
の
酒
落
本
「
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

世
粋
の
曙
」
で
も
「
き
つ
い
」
は
4
例
（
「
ゑ
ら
い
」
は
7
例
）
ほ
ど
み
え
、
ま
だ
ま
だ
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
し
か
し
、
天
保
二
（
1
1
）
年
刊
の
「
老
楼
志
」
に
至
る
と
、
「
ゑ
ら
い
」
の
勢
力
の
伸
び
に
押
さ
れ
て
「
き
つ
い
」
の
勢
力
が
衰
退
に
向

か
う
様
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
老
楼
志
」
で
は
「
ゑ
ら
い
」
が
計
1
8
例
み
え
る
の
に
対
し
、
「
き
つ
い
」
は
次
の
、
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ふ
な
ば

⑳
国
］
…
…
ぜ
ん
た
い
舟
場
の
者
は
気
が
き
つ
ひ
。
其
代
リ
ま
た
陽
気
じ
や
。
（
『
酒
落
本
大
成
』

2
8
、
3
2
P
）

の
1
例
の
み
で
あ
り
、
「
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
」
意
で
は
次
の
よ
う
に
、

⑳
同
口
ゑ
ら
ふ
美
し
い
ナ
ア
。
（
同
、
劉
P
）

「
ゑ
ら
い
」
が
「
き
つ
い
」
の
勢
力
を
完
全
に
奪
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

元
治
（
脳
～
騰
）
頃
の
滑
稽
本
「
穴
さ
が
し
心
の
う
ち
そ
と
」
で
も
「
ゑ
ら
い
」
が
計
2
9
例
み
え
る
の
に
対
し
、
「
き
つ
い
」
は
次
の
、

　
　
　
l
　
　
　
　
l

⑳
ク
メ
地
下
に
言
は
れ
る
よ
り
当
こ
す
り
の
方
ハ
稲
荷
山
の
巨
燵
で
キ
ツ
当
る
ゼ
ナ
ア
（
『
近
代
語
研
究
』
4
、
仰
P
）
〈
な
お
、
こ
の
例

　
は
「
き
つ
う
」
の
短
呼
形
と
考
え
る
〉

淑徳国文31

1
例
の
み
と
、
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
す
っ
か
り
狭
ま
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
化
政
期
頃
ま
で
上
方
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
「
き
つ
い
」
は
天
保
頃
に
な
っ
て
「
ゑ
ら
い
」
に
す
っ
か
り
勢
力
を

奪
わ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
江
戸
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
浮
世
風
呂
」
「
浮
世
床
」
で
「
き
つ
い
」
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
天
保
期
に
お
い
て
も
、

　
⑳
金
「
ナ
ニ
お
れ
か
、
拙
者
め
は
今
日
仲
間
の
者
の
付
あ
ひ
に
て
、
（
略
）
小
三
「
道
理
こ
そ
、
マ
ア
き
つ
い
御
機
嫌
。
（
假
名
文
章
娘
節

　
　
用
、
後
編
中
、
天
保
二
～
五
・
㎜
～
蹴
、
「
有
朋
堂
文
庫
』
8
0
P
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
み
ー

　
⑪
仇
「
ヲ
ヤ
気
障
な
。
増
さ
ん
、
女
房
さ
ん
だ
と
か
は
い
そ
う
に
。
ネ
へ
私
や
ア
も
う
女
房
は
き
つ
い
き
ら
ひ
だ
よ
（
春
色
辰
巳
園
、
後

　
　
編
巻
之
六
、
天
保
四
～
六
・
脇
～
騰
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
訊
P
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
l
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の
よ
う
に
「
き
つ
い
」
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
假
名
文
章
娘
節
用
で
は
「
き
つ
い
」
5
例
、
「
春
色
辰
巳
園
」
で
は
3
例
）

　
し
か
し
、
幕
末
以
降
「
き
つ
い
」
の
使
用
は
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

　
「
七
偏
人
」
（
安
政
四
～
文
久
二
・
脚
～
蹴
）
で
は
、
次
の
1
例
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
わ
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
え

⑫
肢
「
し
か
し
、
今
度
は
、
自
己
と
い
ふ
強
者
が
味
方
に
付
い
て
居
る
か
ら
」
喜
次
「
よ
し
サ
よ
し
サ
。
お
前
は
き
つ
い
ヨ
。
（
四
－
中
、

　
　
『
講
談
社
文
庫
』
下
4
5
P
）

82

　
次
に
明
治
前
半
の
作
品
を
み
て
み
る
と
、
「
安
愚
楽
鍋
」
（
明
治
4
～
5
二
㎜
～
㎜
）
、
「
怪
談
牡
丹
燈
籠
」
（
明
1
7
・
脳
）
、
「
雪
中
梅
」
（
明

1
9
・
醐
）
に
は
「
き
つ
い
」
の
例
は
み
え
ず
、
「
当
世
書
生
気
質
」
（
明
1
8
～
1
9
↑
咄
～
蹴
）
、
「
浮
雲
」
（
明
2
0
～
2
2
・
脚
～
鵬
）
に
は
ー
ケ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

所
ず
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‖

　
⑬
（
須
）
…
…
モ
ウ
く
幹
事
ハ
願
下
だ
。
ア
・
、
辛
度
く
。
（
書
生
気
質
・
第
一
回
、
『
明
治
文
学
全
集
』
6
3
P
。
な
お
こ
の
人
物
は

　
　
西
国
な
ま
り
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
や
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
わ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ

　
⑭
お
政
が
顔
を
見
る
よ
り
饒
舌
り
付
け
た
。
「
今
貴
君
の
噂
を
し
て
ゐ
た
所
さ
。
（
略
）
き
つ
い
お
見
限
り
で
す
ね
。
（
浮
雲
・
第
三
編
、

　
　
『
明
治
文
学
全
集
』
7
1
P
）

江
戸
語
で
の
「
き
つ
い
」
の
多
様
な
用
法
の
名
残
は
、
わ
ず
か
に
⑭
の
例
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
明
治
期
半
ば
の
辞
書
を
み
て
も
、
た
と
え
ば
羅
嚥
い
ろ
は
辞
典
』
（
明
2
0
・
㎜
）
に
は
、

　
卿
∪
～
〔
或
〕
（
隷
）
罵
’
o
外
卿
　
逗
’
存
弍
↑
腿



o力

ﾂ
O
コ
σ
q
‥
θ
①
＜
O
「
㊦

と
い
う
よ
う
に
、
現
代
で
も
使
わ
れ
る
「
き
つ
い
」
の
意
味
・
用
法
し
か
挙
が
っ
て
い
な
い
。

た
だ
、
『
言
海
』
（
明
2
2
・
珊
）
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

き
つ
し
　
（
形
）
H
甚
シ
。
イ
ト
ド
シ
。
「
暑
サ
ー
」
「
痛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ケ

ミ
ー
」
キ
ツ
ク
似
ル
」
太
甚
0
強
シ
。
剛
シ
。
剛
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と
「
き
つ
く
似
る
」
と
い
う
例
が
挙
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
た
い
そ
う
よ
く
似
て
い
る
」
と
の
意
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
「
気
の
強
さ
が

似
て
い
る
」
と
捉
え
る
の
は
現
代
の
用
法
に
引
き
つ
け
す
ぎ
で
あ
ろ
う
）
江
戸
語
的
な
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
と
い
っ
た
意
の
用
法
も

残
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
用
法
の
片
寄
り
の
要
因
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
上
方
で
は
「
え
ら
い
」
の
勢
力
の
伸
び
に
よ
っ
て
「
き
つ
い
」
の
勢
力
が
奪
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
　

た
わ
け
で
あ
る
が
、
°
江
戸
語
、
東
京
語
に
お
い
て
は
「
え
ら
い
」
の
勢
力
の
伸
び
に
押
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
別
の
要
因
を
考
え
た
方

が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

　
一
つ
の
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
「
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
」
意
を
表
す
語
と
し
て
「
き
つ
い
」
は
あ
ま
り
に
も
俗
語
的
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
代
わ
り
に
「
実
に
」
「
た
い
そ
う
」
「
ま
こ
と
に
」
と
い
っ
た
程
度
副
詞
類
が
規
範
的
な
語
と
考
え
ら
れ
、
勢
力
を
増
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
実
に
」
「
た
い
そ
う
」
「
ま
こ
と
に
」
と
い
っ
た
語
は
人
情
本
あ
た
り
で
は
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る

　
　
へ
る
シ

語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
上
層
階
級
で
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
が
、
中
流
以
下
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
「
き
つ

い
」
を
押
し
の
け
る
勢
い
を
み
せ
、
明
治
期
に
お
い
て
標
準
的
な
東
京
語
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
安
愚
楽
鍋
」
か
ら
「
実
に
」
と
「
た
い
そ
う
」
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。
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才

⑮
モ
シ
あ
な
た
ハ
ど
う
い
ふ
腕
を
出
し
て
婦
人
を
お
こ
ろ
し
な
さ
る
の
で
げ
ス
実
に
ふ
し
ぎ
妙
で
ご
ぜ
へ
す
。
ア
・
お
そ
れ
べ
く
（
初

　
　
　
　
の
だ
い
ニ
　
　
お
ペ
ツ
か

　
編
、
○
野
帯
間
の
詔
諌
、
『
明
治
文
学
全
集
』
埠
P
）

⑯
馬
「
牛
公
ひ
さ
し
く
あ
ハ
ね
へ
う
ち
て
め
ヘ
ハ
た
い
そ
う
し
ゆ
つ
せ
し
て
（
略
）
牛
「
ヲ
・
馬
か
て
め
へ
こ
そ
こ
の
せ
つ
ハ
た
い
そ
う

　
り
つ
ぱ
な
車
を
ひ
い
て
一
六
に
や
ア
に
ぎ
や
か
な
と
こ
へ
ば
か
り
（
三
編
、
當
世
牛
馬
問
答
、
『
同
』
邸
P
）

六
、
ま
と
め

本
稿
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
　
「
き
つ
い
」
は
こ
れ
ま
で
「
酒
落
本
に
特
に
多
く
み
ら
れ
る
語
」
と
の
み
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
酒
落
本
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
語
全

　
般
に
広
く
み
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

2
　
「
江
戸
で
は
〈
き
つ
い
〉
、
上
方
で
は
〈
ゑ
ら
い
〉
と
い
う
地
域
的
使
い
分
け
が
み
ら
れ
る
」
と
の
説
明
は
、
適
切
で
な
く
、
上
方
に

　
お
い
て
も
「
き
つ
い
」
は
化
政
期
頃
ま
で
は
広
く
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。

3
　
「
き
つ
い
」
の
終
止
連
体
形
の
副
詞
的
用
法
も
江
戸
・
上
方
共
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

4
　
上
方
に
お
い
て
は
天
保
頃
か
ら
「
ゑ
ら
い
」
の
勢
力
が
「
き
つ
い
」
の
勢
力
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
江
戸
に
お
い
て
も

　
幕
末
頃
か
ら
「
き
つ
い
」
の
勢
力
は
衰
え
て
い
く
。

5
　
「
き
つ
い
」
の
衰
退
の
一
要
因
と
し
て
、
「
き
つ
い
」
が
標
準
語
に
ふ
さ
わ
し
い
品
格
を
持
た
な
い
語
と
規
定
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
う

　
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
仮
説
で
あ
り
、
今
後
更
に
検
討
を
要
す
る
。
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注

（
1
）
　
以
下
に
該
当
す
る
部
分
の
記
述
を
挙
げ
て
お
く
。

　
通
言
類
を
通
し
て
も
気
付
く
こ
と
で
あ
る
が
、
酒
落
本
に
は
感
覚
的
な
表
現
傾
向
が
色
濃
い
。
遊
里
社
会
が
好
悪
・
美
醜
に
関
心
深
く
、
口
説
を
弄
し

て
遊
ぷ
こ
と
を
第
一
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
衣
裳
類
の
色
彩
な
ど
の
描
写
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ま
た
表
現
法
と
し
て
も
、
「
ば
か
ら
し
い
」
「
け
し
か
ら
ね
エ
」

「
う
そ
わ
ね
エ
」
な
ど
、
物
事
に
対
す
る
感
情
的
・
感
覚
的
な
評
価
や
あ
し
ら
い
を
し
ば
し
ば
文
末
に
あ
っ
て
感
動
詞
的
に
表
出
す
る
よ
う
な
点
も
注
意

さ
れ
る
。
今
ま
で
述
べ
て
来
た
、
普
通
と
異
な
る
語
形
や
用
法
を
こ
と
さ
ら
使
う
点
も
、
こ
れ
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
、
多
用

さ
れ
る
形
容
詞
「
き
つ
い
」
か
ら
窺
っ
て
み
よ
う
。

①
目
茶
を
禦
・
せ
ん
か
国
・
や
ー
目
た
ば
・
三
囹
た
ば
・
も
・
や
国
・
ヤ
き
三
麓
ぢ
か
し
さ
。
（
甲
駅
新
話
案
四

　
年
一
品
切
）

②
目
・
イ
そ
ん
な
ら
ど
ふ
ぞ
、
又
髭
に
蕊
な
ん
し
囹
正
月
の
＋
二
三
あ
・
時
・
来
や
せ
ふ
国
き
三
愛
想
さ
。
お
さ
ら
ば
へ
（
同
右
）

③
囹
圏
金
公
、
な
ん
と
き
つ
い
馬
じ
や
あ
ね
へ
か
（
同
右
）
　
し
考
は
い
　
け
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
］
こ
れ
は
き
つ
い
小
盃
な
。
今
日
一
日
、
よ
つ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
、
此
や
う
な
小
盃
で
は
、
少
し
、
く

④
口
凶
同
＝
ッ
お
あ
ん
な
ん
鍵
。
叙
伽
偏
ヤ
は

　
す
ぐ
ツ
た
い
や
う
じ
や
。
例
の
大
物
を
く
。
（
遊
子
方
言
）

⑤
［
国
囲
十
三
で
彊
れ
て
親
判
な
れ
ば
（
中
略
）
蹴
せ
う
み
十
年
六
両
づ
め
ぐ
ら
い
な
女
だ
が
、
子
が
い
だ
け
、
年
い
つ
ば
い
十
五
両
か
。
　
閻
圏
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ニ
う

　
し
を
あ
て
な
ん
す
と
お
も
や
ア
。
　
圃
お
つ
と
気
の
み
じ
か
へ
も
ん
だ
。
こ
・
か
ら
わ
り
だ
さ
ね
へ
け
り
や
ア
、
き
つ
い
所
は
あ
て
ら
れ
ね
へ
。

　
　
（
傾
城
買
二
筋
道
　
寛
政
十
年
一
弍
O
◎
。
）

⑥
困
囮
園
園
ど
ふ
だ
、
次
郎
ど
ん
。
き
つ
い
も
の
だ
ね
ヱ
。
前
の
お
松
ど
ん
が
、
居
ね
ヱ
け
り
や
、
亀
山
へ
斗
い
き
な
さ
る
な
。
閻
問
・
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
き
や
く
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

　
や
ア
め
い
わ
く
。
客
衆
さ
へ
来
や
う
と
云
ば
、
い
つ
で
も
参
り
や
す
。
（
辰
巳
之
園
）

⑦
口
凶
圃
も
し
く
。
　
厨
］
ア
・
き
つ
く
酔
ふ
た
。
（
同
右
）

⑧
国
固
お
い
ら
ん
、
さ
あ
く
ま
ち
か
ね
て
い
た
。
き
つ
い
い
そ
が
し
い
事
だ
の
。
　
田
團
な
ア
に
。
マ
ア
な
ぜ
此
頃
は
お
い
で
な
ん
せ
ん
へ
。
（
傾

　
城
ロ
。
貝
二
筋
道
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
し

　
　
　
し
イ

⑨
閣
］
熟
さ
ん
、
一
ト
ツ
頼
や
す
。
　
閲
凹
私
が
出
ま
せ
う
。
　
△
藤
兵
衛
さ
ん
が
お
花
さ
ん
、
く
と
、
云
な
さ
つ
て
も
、
お
花
さ
ん
は
、
や
で
す

　
く
と
、
云
な
さ
り
ま
す
。
　
［
囚
圏
き
つ
し
く
（
辰
巳
之
園
）

こ
こ
に
は
、
「
き
つ
い
」
の
多
様
な
用
法
が
み
え
る
。
①
②
は
「
き
つ
い
」
が
「
愛
想
（
つ
か
し
）
」
へ
掛
か
り
、
そ
の
情
態
説
明
を
し
つ
つ
「
き
つ
い
」
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の
意
味
か
ら
生
じ
る
詰
り
の
気
持
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
③
～
⑥
な
ど
は
修
飾
語
「
き
つ
い
」
と
被
修
飾
語
と
の
意
味
的
関
係
は
ぴ
っ
た
り
せ
ず
、

自
然
な
意
味
関
係
を
外
し
ひ
ね
っ
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
大
変
な
数
の
馬
だ
（
③
）
、
不
便
な
小
盃
だ
（
④
）
、
正
確
な
年
は
当
て
ら
れ
な
い
（
⑤
）

と
い
っ
た
意
味
は
文
脈
の
助
け
を
か
り
て
初
め
て
理
解
で
き
る
。
「
き
つ
い
」
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
す
る
表
現
者
の
抱
く
感
覚
的
な
程
度
の
は
な
は
だ

し
さ
を
表
す
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑦
⑧
は
、
こ
う
し
て
既
に
程
度
副
詞
の
用
法
で
あ
る
。
更
に
⑨
は
、
感
動
詞
的
に
程
度
の

は
な
は
だ
し
さ
に
対
す
る
感
覚
的
な
評
価
を
も
っ
ぱ
ら
表
し
、
こ
こ
で
の
声
色
に
対
す
る
上
手
だ
上
手
だ
と
い
う
意
味
は
、
場
面
に
寄
り
掛
か
っ
て
理
解

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
心
情
的
な
側
面
を
表
現
す

る
の
で
あ
る
。
数
量
に
も
（
③
）
正
確
さ
に
も
（
⑤
）
状
態
に
も
（
⑦
⑧
）
用
い
ら
れ
、
評
価
的
な
面
も
、
詰
り
（
①
②
）
驚
き
（
③
）
不
満
（
④
⑥
）

称
讃
（
⑨
）
な
ど
と
、
多
岐
に
わ
た
る
用
法
が
み
ら
れ
る
。
⑨
の
よ
う
な
形
は
上
方
に
も
あ
り
、
⑧
の
形
容
詞
へ
掛
か
る
と
も
み
え
る
結
合
法
も
「
浮
世

風
呂
」
な
ど
に
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
に
江
戸
酒
落
本
に
お
い
て
多
様
で
あ
る
。
特
定
の
修
飾
関
係
や
意
味
領
域
の
範
囲
を
外
し
、
程
度
の
は
な

は
だ
し
さ
を
感
覚
的
に
表
現
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
『
魂
胆
総
勘
定
」
（
宝
暦
四
年
一
謡
』
）
は
、
「
き
つ
い
好
さ
」
「
き
つ
い
芸
さ
」
を
通
言
と
し
て
掲
げ

て
い
る
。

（
2
）
　
先
の
記
述
に
お
い
て
彦
坂
氏
は
「
遊
里
文
学
と
し
て
の
酒
落
本
」
を
念
頭
に
置
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
の
で
、
こ
こ
で
は
江
戸
語
の
代
表
的
な
資

　
　
　
料
と
し
て
滑
稽
本
を
取
り
上
げ
た
。
黄
表
紙
、
川
柳
等
に
も
「
き
つ
い
」
は
広
く
み
ら
れ
る
。

（
3
）
　
「
ゑ
ら
い
」
の
出
自
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
形
容
詞
〈
え
ら
い
〉
の
出
自
と
意
味
の
変
遷
」
（
『
文
芸
研
究
」
田
）
参
照
。

（
4
）
　
強
い
て
い
え
ば
、
次
の
例
あ
た
り
が
該
当
す
る
か
。

　
　
囲
き
つ
い
じ
や
う
の
刻
こ
つ
た
の
（
廓
大
帳
天
明
九
・
珊
、
『
酒
落
本
大
成
』
巧
、
伽
p
）

（
5
）
　
江
戸
語
．
東
京
語
に
お
け
る
「
え
ら
い
」
の
勢
力
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
注
3
に
挙
げ
た
拙
稿
参
照
。

（
6
）
　
拙
稿
「
江
戸
語
に
お
け
る
形
容
詞
〈
い
か
い
〉
と
そ
の
衰
退
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
学
研
究
」
2
8
）
の
第
八
節
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
す
い
の
り
お
・
専
任
講
師
）
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