
 

 

「
遅
か
れ
早
か
れ
」
類
の
成
立
と
定
着
に
つ
い
て 

北
﨑 

勇
帆 

一 

は
じ
め
に 

本
稿
で
は
、
次
の
（
一
）
の
よ
う
に
、
反
義
的
な
二
語
の
形
容
詞
が
所
謂
補
助
活
用
の
命
令
形
を
取
っ
て
「
～
か
れ
～
か
れ
」

と
い
う
形
で
連
な
り
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
」
に
相
当
す
る
意
味
を
表
す
形
式
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
扱
う
。 

（
一
）
ａ
．
遅
か
れ
早
か
れ
、
あ
の
会
社
は
倒
産
す
る
だ
ろ
う
。 

ｂ
．
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
結
果
を
待
つ
し
か
な
い
。 

ｃ
．
あ
ん
な
上
司
だ
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
学
ぶ
こ
と
は
あ
っ
た
。 

こ
の
表
現
は
現
代
語
に
お
い
て
、
こ
の
三
種
に
パ
タ
ー
ン
が
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
お
り

1

、
慣
用
・
固
定
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
の
一
群
を
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
と
呼
び
、「
遅
か
れ
早
か
れ
」「
善
か
れ
悪
し
か
れ
」「
多
か
れ
少
な
か
れ
」

が
代
表
す
る
組
み
合
わ
せ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
早
晩
」「
善
悪
」「
多
少
」
の
タ
イ
プ
と
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
形
式
は
、
用

言
命
令
形
と
い
う
文
法
的
な
形
態
が
一
定
の
環
境
下
に
お
い
て
固
定
的
な
用
法
を
獲
得
し
た
と
い
う
点
、
ま
た
、
そ
の
「
反
義
的

な
形
容
詞
の
連
続
」
と
い
う
一
定
の
構
文
を
持
ち
な
が
ら
も
、
使
用
さ
れ
る
語
が
特
定
の
数
種
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い

て
、
文
法
史
的
な
問
題
と
語
史
的
な
問
題
の
両
方
の
側
面
を
併
せ
持
つ
。 

こ
の
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
史
的
変
遷
を
考
え
る
際
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
現
代
語
の
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」
に
残
る
、
動



 

 

詞
命
令
形
に
よ
っ
て
逆
接
仮
定
条
件
を
表
す
用
法
で
あ
る
。「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
一
群
が
「
で
あ
れ
」
相
当
形
式
に
比
し
て
後

発
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
元
々
動
詞
の
み
が
持
っ
て
い
た
命
令
形
の
仮
定
用
法
が
形
容
詞
へ
と
拡
張
し
た
、
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
次
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

・「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
は
歴
史
的
に
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
た
か
。
ま
た
、「
で
あ
れ
」
の
系
統
の
史
的
展
開
と
は
ど
の
よ

う
な
関
わ
り
を
持
つ
か
。
す
な
わ
ち
、
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
条
件
用
法
の
体
系
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る

か
。 

・
既
に
「
で
あ
れ
」
系
統
の
形
式
が
存
在
す
る
中
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
型
が
新
た
に
定
着
し
た
か
。
す
な
わ
ち
、「
～
か
れ
～
か

れ
」
型
の
成
立
・
定
着
の
要
因
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
語
内
的
要
請
・
背
景
事
情
が
想
定
で
き
る
か
。 

本
稿
の
構
成
を
述
べ
る
。
ま
ず
、
次
節
に
お
い
て
、
辞
書
・
先
行
研
究
に
お
け
る
記
述
を
引
き
、
第
三
節
に
お
い
て
「
～
か
れ

～
か
れ
」
型
の
用
例
を
概
観
し
、「
で
あ
れ
」
の
系
譜
に
つ
い
て
も
北
﨑
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
し
つ
つ
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
調
査

に
基
づ
き
、
第
四
節
で
は
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
成
立
要
因
を
検
討
す
る
。 

二 

辞
書
・
先
行
研
究
に
お
け
る
記
述 

当
該
形
式
の
成
立
や
史
的
展
開
に
関
す
る
具
体
的
な
言
及
は
管
見
の
限
り
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
近
世
語
の
共
時
態
記
述
を
行

っ
た
湯
澤
（
一
九
三
六
）、
岩
井
（
一
九
八
一
）
に
数
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
湯
澤
（
一
九
三
六
）
は
次
の
（
二
）
ａ
を
挙
げ
て

「（
筆
者
注
、
形
容
詞
の
命
令
形
は
）
仮
定
の
意
に
用
い
る
こ
と
も
あ
る
」（
一
一
七
頁
）
と
述
べ
、
岩
井
（
一
九
八
一
）
は
（
二
）

ｂ
の
例
を
加
え
て
「
命
令
形
の
、「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」「
遅
か
れ
速
か
れ
」
は
、
と
も
に
命
令
形
の
重
語
で
あ
る
が
、
副
詞
と
し

て
扱
っ
て
よ
い
形
で
あ
る
」（
一
一
〇
頁
）
と
す
る
（
以
下
、
用
例
中
の
強
調
は
筆
者
に
よ
る
）。 



 

 

（
二
）
ａ
．
島
が
浄
瑠
璃
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
．
お
の
れ
が
冷
え
に
も
、
熱
気
に
も
な
る
こ
と
か
．
ど
う
で
も
ほ
か
に
様
子
が

あ
ら
う
． 

（
心
中
二
枚
絵
草
紙
［
一
七
〇
六
演
］） 

ｂ
．
女
郎
買
を
し
て
金
を
つ
か
ふ
者
は
、
お
そ
か
れ
速 は

や

か
れ
身
体
を
滅
す
か
ら
、
（
浮
世
床
初
編
下
［
一
八
一
三

刊
］） 

そ
の
他
、
明
治
期
以
降
に
つ
い
て
、
近
代
評
論
文
の
放
任
表
現
に
「
多
少
」「
善
悪
」「
早
晩
」
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
る
こ
と
が

中
村
（
二
〇
〇
六
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
小
学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
以
下
『
日
国
』）
に
は
「
早
晩
」
の
タ
イ
プ

に
「
と
か
れ
お
そ
か
れ
」「
お
そ
か
れ
と
か
れ
」「
お
そ
か
れ
は
や
か
れ
」「
は
や
か
れ
お
そ
か
れ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
中
、
初
出
例
が

最
も
早
い
の
は
「
と
か
れ
お
そ
か
れ
」
で
あ
る
。「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」「
お
お
か
れ
す
く
な
か
れ
」
の
項
と
共
に
、
簡
略
に
引
用

す
る

2

。 

○
と
か
れ
‐
お
そ
か
れ
【
疾
遅
】〔
副
〕
早
く
も
遅
く
も
。
い
ず
れ
。 

＊
評
判
記
・
難
波
物
語
〔
一
六
五
五
〕「
か
く
の
ご
と
く
、
し
ゅ
じ
ゅ
様
々
の
や
き
で
に
あ
へ
ば
、
ま
こ
と
と
お
も
ひ
て
、
と
か

れ
を
そ
か
れ
、
あ
が
り
な
ま
ず
と
な
る
事
、
目
の
ま
へ
な
り
」 

○
よ
か
れ
‐
あ
し
か
れ
【
善
悪
】〔
副
〕
よ
い
に
し
ろ
悪
い
に
し
ろ
。
よ
か
ろ
う
と
悪
か
ろ
う
と
。
善
悪
に
か
か
わ
ら
ず
。
ど
っ
ち

に
し
て
も
。 

＊
浄
瑠
璃
・
心
中
二
枚
絵
草
紙
〔
一
七
〇
六
頃
〕
上
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
お
の
れ
が
冷
に
も
熱
気
に
も
な
る
事
か
」 

＊
授
業
編
〔
一
七
八
三
〕
九
「
族
戚
義
故
親
友
に
限
ら
ず
よ
か
れ
あ
し
か
れ
詩
文
の
出
来
ぬ
と
云
は
ま
れ
な
り
」 

○
お
お
か
れ
‐
す
く
な
か
れ
［
お
ほ
か
れ
：
］【
多
少
】〔
連
語
〕
分
量
、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
皆
一
様
に
。
多
く
て
も
少
な
く

て
も
。
多
少
と
も
。
い
ず
れ
に
し
ろ
。 



 

 

＊
都
会
の
憂
鬱
〔
一
九
二
三
〕〈
佐
藤
春
夫
〉「
す
れ
違
ふ
人
々
が
多
か
れ
少
か
れ
皆
注
目
を
し
た
」 

＊
若
き
鴎
外
〔
一
九
四
九
〕〈
唐
木
順
三
〉
二
「
多
か
れ
少
か
れ
空
想
、
構
想
力
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
」 

以
上
よ
り
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
成
立
は
近
世
頃
で
あ
り
、「
多
少
」
の
タ
イ
プ
は
「
早
晩
」「
善
悪
」
に
比
し
て
成
立
が
遅

か
っ
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
次
項
で
述
べ
る
よ
う
に
、
調
査
範
囲
内
で
は
中
世
に
既
に
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」
の
例

が
見
ら
れ
る
他
、「
で
あ
れ
」
の
系
統
に
は
中
古
以
降
に
形
容
詞
を
用
い
る
「
よ
く
も
あ
れ
あ
し
く
も
あ
れ
」
の
よ
う
な
、「
～
か

れ
～
か
れ
」
型
と
類
似
す
る
例
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
以
降
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型

の
用
例
を
概
観
し
、「
で
あ
れ
」
の
系
統
に
つ
い
て
も
見
て
い
く
。 

三 

用
例
概
観 

三
・
一 

「
～
か
れ
～
か
れ
」
型 

こ
の
型
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
始
め
る
の
は
近
世
前
期
で
あ
る
。定
着
が
早
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、「
早
晩
」「
善
悪
」「
多
少
」

の
順
に
例
を
概
観
す
る
。 

 三
・
一
・
一 

「
早
晩
」
の
タ
イ
プ 

調
査
範
囲
に
お
い
て
、『
日
国
』
の
『
難
波
物
語
』（
一
六
五
五
刊
）
を
遡
る
例
は
見
つ
け
得
な
か
っ
た
。「
早
晩
」
の
タ
イ
プ
の

例
は
近
世
ま
で
見
ら
れ
ず
、
近
世
前
期
に
お
い
て
は
（
三
）
御
伽
草
子
や
初
期
の
近
松
浄
瑠
璃
、
並
木
宗
輔
の
時
代
浄
瑠
璃
に
例

が
あ
る
他
、
特
に
、（
四
）
西
沢
一
風
の
作
品
に
使
用
が
多
く
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
「
お
そ
か
れ
と
か
れ
」
の
例
で
あ
り
、「
は

や
か
れ
」
の
語
形
は
見
ら
れ
な
い
。 



 

 

（
三
）
ａ
．
あ
る
と
あ
る
上
臈
、
似
合
ひ
〳
〵
の
敵
あ
り
て
、
や
る
文
の
便
り
絶
へ
ず
、
物
日
の
負
ひ
や
う
長
く
伝
は
り
て
、

遅
か
れ
疾
か
れ
、
通
ひ
来
る
男
の
、
足
の
流
れ
ぬ
［
＝
破
産
し
な
い
男
］
は
あ
る
ま
じ
。
（
け
し
ず
み［
一
六
七
七
刊
］） 

ｂ
．
お
そ
か
れ
と
か
れ
し
す
る
身
の
一
か
う
只
今
打
は
た
さ
ん
と
。 

（
今
川
了
俊
［
一
六
八
七
演
］） 

ｃ
．
主
を
殺
し
た
者
の
子
が
、
遅 お

そ

か
れ
疾 と

か
れ
遁
れ
ぬ
命
。 

（
和
田
合
戦
女
舞
鶴
［
一
七
三
六
演
］） 

（
四
）
ａ
．
お
そ
か
れ
と
か
れ
此
事
あ
ら
は
れ
。
よ
し
な
き
骸
を
さ
ら
す
に
は
き
わ
ま
り
ぬ
。（
新
色
五
巻
書
巻
四
［
一
六
九
八

刊
］） 

ｂ
．
お
そ
か
れ
と
か
れ
そ
ち
達
に
近
付
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

（
御
前
義
経
記
巻
二
［
一
七
〇
〇
刊
］） 

ｃ
．
お
そ
か
れ
と
か
れ
し
ぬ
る
は
世
上
の
習
ひ
、 

（
女
大
名
丹
前
能
巻
四
［
一
七
〇
〇
頃
刊
か
］） 

ｄ
．
お
そ
か
れ
と
か
れ
よ
め
い
り
の
く
ち
は
き
わ
ま
つ
て
あ
ら
ふ
け
れ
ど
も
、
（
乱
脛
三
本
鑓
巻
三
［
一
七
一
八
刊
］） 

ｅ
．
女
房
子
迄
あ
る
中
、
か
れ
ら
を
見
す
て
、
そ
ち
を
内
へ
い
れ
ん
な
ど
、
ふ
つ
〳
〵
か
な
は
ぬ
事
、
に
は
か
に
お
ど

ろ
く
に
も
あ
ら
ず
、
お
そ
か
れ
と
か
れ
は
な
る
ゝ
中
、 

（
色
縮
緬
百
人
後
家
巻
五
［
一
七
一
八
刊
］） 

近
世
後
期
の
例
を
挙
げ
る
。「
早
晩
」
タ
イ
プ
は
近
世
前
期
に
引
き
続
き
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
は
や
か
れ
」
の
例
は
こ
の
頃
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

3

。 

（
五
）
ａ
．
そ
れ
も
さ
う
か
い
お
そ
か
れ
速
か
れ
か
ふ
い
う
身
に
な
ら
ね
ば
成
ぬ 

（
稲
光
田
毎
月
［
一
七
八
四
演
］） 

ｂ
．
き
づ
か
ひ
さ
つ
し
や
る
な
、
役
め
は
し
が
ち
、
お
そ
か
れ
と
か
れ
、
滝
つ
ぼ
へ
ぶ
ち
こ
ん
で
築
島
成
就
し
さ
へ
す

れ
ば
、
清
盛
公
へ
大
忠
臣
。
ど
ふ
て
く
た
ば
る
あ
ま
め
が
命
。 

（
平
家
評
判
記
［
一
七
八
九
演
］） 

ｃ
． 

遅 お
そ
か

れ
速 と

か

れ
あ
だ
し
埜
の
、
露
と
な
る
身
は
如
夢
幻
響
、 

（
逢
州
執
着
譚
巻
一
［
一
八
〇
八
刊
］） 

ｄ
．（
人
誰
不
死
）
人
た
る
も
の
が
た
れ
か
死
せ
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
、
お
そ
か
れ
と
か
れ
一
度
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
、 



 

 

 

（
春
秋
左
氏
伝
国
字
弁
巻
二
八
［
一
八
一
一
刊
］） 

ｅ
．
女
郎
買
を
し
て
金
を
つ
か
ふ
者
は
、
お
そ
か
れ
速 は

や

か
れ
身
体
を
滅
す
か
ら
、 

 

（
浮
世
床
初
編
下
［
一
八
一
三
刊
］、
二
ｂ
再
掲
） 

ｆ
．
い
つ
ま
で
も
く
つ
付
て
居
た
処
が
、
遅 お

そ

か
れ
早 は

や

か
れ
切
れ
な
く
つ
ち
や
ァ
、
始
末
の
つ
か
ね
え
身
の
う
へ
だ

か
ら
、
こ
の
一
件
を
幸
ひ
と
、
い
つ
ち
や
ァ
あ
ん
ま
り
実
が
ね
え
や
う
だ
が
、 

（
娘
消
息
二
編
下
［
一
八
三
四
刊
］） 

ｇ
． 
然
な
が
ら
妙
了
尼
も
、
遅 お

そ

か
れ
速 は

や

か
れ
己
が
庵
へ
、
帰
ら
ぬ
と
い
ふ
事
や
は
あ
る
。 

 

（
貞
操
園
の
朝
顔
巻
六
中
［
一
八
六
二
以
前
刊
］） 

 三
・
一
・
二 

「
善
悪
」
の
タ
イ
プ 

『
日
国
』
に
お
い
て
は
『
心
中
二
枚
絵
草
紙
』（
一
七
〇
六
年
初
演
）
が
早
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、
中
世
に
既
に
、
以

下
の
二
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
例
は
個
人
的
・
一
回
的
な
使
用
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

4

、
近
世
以

降
に
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。 

（
六
）
ａ
．
又
か
く
お
ほ
せ
て
た
び
て
候
う
れ
し
さ
、
伊
勢
の
御
神
御
覧
じ
候
ら
む
。
ほ
い
あ
る
や
う
に
覚
え
候
。
は
じ
め
た

る
や
う
に
て
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
判
の
こ
と
葉
は
書
き
候
に
、
猶
々
嬉
し
く
候
。（
西
行
贈
定
家
卿
文
［
一
一
八
九
頃
成

立
］） 

ｂ
．
た
ゞ
ま
づ
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
心
の
及
ほ
ど
ま
な
び
て
後
の
事
な
る
べ
し
。
（
落
書
露
顕
［
一
四
一
三
頃
成

立
］） 

近
世
前
期
に
十
分
な
例
が
あ
り
、
近
世
後
期
に
な
る
と
更
に
使
用
が
広
が
る
「
早
晩
」
の
タ
イ
プ
と
は
異
な
り
、
近
世
に
お
け



 

 

る
「
善
悪
」
の
タ
イ
プ
の
例
は
少
な
い
。
以
下
に
見
つ
け
得
た
全
例
を
挙
げ
る
。 

（
七
）
ａ
．
生
き
て
う
き
世
に
有
な
ら
ば
、
人
を
ば
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
沙
汰
す
る
習
ひ
な
り
、
名
を
だ
に
申
人
も
な
し
。 

 

（
唐
糸
草
子
［
室
町
後
期
成
立
］） 

ｂ
．
島
が
浄
瑠
璃
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
．
お
の
れ
が
冷
え
に
も
、
熱
気
に
も
な
る
こ
と
か
．
ど
う
で
も
ほ
か
に
様
子
が

あ
ら
う
． 

（
心
中
二
枚
絵
草
紙
［
一
七
〇
六
演
］、
二
ａ
再
掲
） 

ｃ
．
先
よ
か
れ
あ
し
か
れ
一
度
返
事
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
て
、
枕
く
だ
い
て
い
や
し
や
る
ほ
ど
に
、
頼
も
し
う
お

も
う
て
待
給
へ
。 

（
宇
津
山
小
蝶
物
語
巻
三
［
一
七
〇
八
刊
］） 

ｄ
．
切
ぬ
き
の
地
紙
に
は
古
骨
を
世
に
出
し
．
張
り
ぬ
き
の
似
面
は
む
だ
骨
と
も
聞
え
ず
．
能 よ

か
れ
あ
し
か
れ
捨
る

も
の
な
く
何
ン
で
も
か
で
も
十
九
文
と
、
何
闇
か
ら
ぬ
お
江
戸
の
繁
昌 

（
力
婦
伝
［
一
七
七
六
刊
］） 

一
定
数
の
使
用
例
が
見
ら
れ
る
の
は
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。 

（
八
）
ａ
．
親
に
不
幸
に
な
る
事
を
弁
へ
ぬ
で
は
な
け
れ
ど
も
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
女
の
身
は
男
に
附
く
が
女
の
習
ひ
、
わ
た

し
や
一
緒
に
行
き
ま
す
わ
い
な
。 

（
月
宴
升
毬
栗
［
一
八
七
二
演
］） 

ｂ
．
悪
い
お
仲
の
お
隣
同
士
、
善
か
れ
悪
し
か
れ
家
来
の
身
は
主
人
に
附
く
が
習
ひ
ゆ
ゑ
、
仮
令
そ
ち
ら
の
三
平
が
、

ぶ
た
れ
ま
せ
う
が
殺
さ
れ
ま
せ
う
が
、
構
ふ
こ
と
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
が
、 

（
太
鼓
音
智
勇
三
略
［
一
八
七
三
演
］） 

（
九
）
ａ
．
…
、
と
歌
の
調
は
好
か
れ
悪
か
れ
、
西
行
急
に
読
み
か
く
れ
ば
、
彼
方
は
初
め
て
人
あ
る
を
知
り
、
思
ひ
が
け
ぬ

に
驚
き
し
が
、 

（
幸
田
露
伴
［
一
八
六
七
生
］『
二
日
物
語
』［
一
八
九
二
初
出
］） 

ｂ
．
日
本
も
近
い
頃
ま
で
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
風
俗
が
一
定
し
て
居
つ
て
日
本
ら
し
い
と
い
ふ
処
、
即
ち
日
本
は

日
本
の
特
色
が
あ
つ
た
の
を
、 

（
梶
田
半
古
［
一
八
七
〇
生
］『
風
俗
改
良
』
太
陽
一
九
〇
一
・
四
） 



 

 

ｃ
．
こ
の
［
経
済
競
争
の
］
場
合
に
は
善
か
れ
悪
し
か
れ
、
金
さ
え
儲
け
れ
ば
勝
利
者
と
思
う
風
が
あ
る
。 

 

（
新
渡
戸
稲
造
［
一
八
六
二
生
］『
自
警
』［
一
九
一
二
刊
］） 

 三
・
一
・
三 

「
多
少
」
の
タ
イ
プ 

「
多
少
」
の
タ
イ
プ
は
近
世
に
は
見
ら
れ
ず
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
例
が
現
れ
る
。「
早
晩
」「
善
悪
」
の
タ
イ
プ
に
比
し
て

後
発
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
一
〇
）
ａ
．
神
話
と
い
う
も
の
に
は
多
か
れ
少
か
れ
こ
の
［
＝
想
像
の
産
物
の
］
分
子
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 

 

（
津
田
左
右
吉
［
一
八
七
三
生
］『
神
代
史
の
研
究
法
』［
一
九
一
九
初
出
］） 

ｂ
．［
専
門
家
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、］
多
か
れ
少
か
れ
外
界
の
要
求
の
犠
牲
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

（
有
島
武
郎
［
一
八
七
八
生
］『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』［
一
九
二
〇
初
出
］） 

ｃ
．
今
日
の
文
壇
に
見
う
け
る
作
品
は
、
多
か
れ
、
少
な
か
れ
、
か
や
う
な
［
＝
凡
庸
な
］
作
品
だ
と
思
ひ
ま
す
。 

 

 

（
平
林
初
之
輔
［
一
八
九
二
生
］『
大
衆
文
学
は
天
才
文
学
で
あ
る
』
太
陽
一
九
二
五
・
九
） 

 

三
・
一
・
四 

そ
の
他
の
例 

 

以
上
に
挙
げ
た
「
早
晩
」「
善
悪
」「
多
少
」
の
他
、
明
治
期
以
降
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
現
代
の
辞
書
に

は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
と
い
う
型
が
構
文
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
あ
る
。 

（
一
一
）
ａ
．
然
れ
ば
則
ち
「
現
時
ノ
大
統
領
」
は
亦
実
に
他
愛
心
を
重
む
じ
て
、
厚
か
れ
薄
か
れ
、
多
少
は
之
れ
を
国
と
国
と

の
交
際
に
適
用
せ
む
と
す
る
の
人
物
な
り
と
云
ふ
も
、
（
天
民
生
［
生
年
不
明
］
国
民
之
友
・
三
〇
［
一
八
八
八
刊
］） 



 

 

ｂ
．
浅
か
れ
深
か
れ
宗
近
君
と
孤
堂
先
生
と
の
関
係
を
ぷ
す
り
と
切
っ
て
棄
て
た
い
。 

 

（
夏
目
漱
石
［
一
八
六
七
生
］『
虞
美
人
草
』［
一
九
〇
七
初
出
］） 

ｃ
．
か
う
い
ふ
例
は
た
ま
さ
か
に
し
か
な
い
に
し
て
も
、
い
づ
れ
は
、
長
か
れ
、
短
か
れ
、
蝉
と
い
ふ
蝉
が
辿
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
生
活
の
苦
行
で
あ
り
、
行
路
難
で
あ
る
の
だ
。
（
薄
田
泣
菫
［
一
八
七
七
生
］『
独
楽
園
』［
一
九
三
四

刊
］） 

ｄ
．
こ
の
二
行
ば
か
り
の
文
章
は
、
文
飾
の
よ
う
に
も
と
ら
れ
よ
う
が
、
濃
か
れ
薄
か
れ
、
そ
ん
な
気
持
ち
は
た
し
か

に
あ
っ
た
の
だ
。 

（
長
谷
川
時
雨
［
一
八
七
九
生
］『（
続
）
旧
聞
日
本
橋
』［
一
九
三
五
初
出
］） 

ｅ
．
逃
げ
迷
う
て
転
ん
だ
者
も
、
浅
か
れ
深
か
れ
一
太
刀
ず
つ
は
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

（
中
里
介
山
［
一
八
八
五
生
］『
大
菩
薩
峠
・
小
名
路
の
巻
』［
一
九
二
一
初
出
］） 

ｆ
．
何
か
ま
た
周
囲
で
煩
わ
し
い
こ
と
が
、
大
き
か
れ
小
さ
か
れ
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
翻
蕩
の
中
に
生
き
て
い
る
よ
う

な
も
の
で
す
か
ら
、 
（
中
里
介
山
［
一
八
八
五
生
］『
大
菩
薩
峠
・
畜
生
谷
の
巻
』［
一
九
三
一
初
出
］） 

ｇ
．
む
し
ろ
強
か
れ
弱
か
れ
［
技
術
が
］
す
で
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
現
実
の
存
在
の
［
略
］
支
配
お
よ
び
制
御
の

意
志
が
そ
も
そ
も
学
問
的
思
惟
の
方
法
な
ら
び
に
目
的
を
規
定
す
る
に
与
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
歴
史
が

我
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
で
、
… 
（
三
木
清
［
一
八
九
七
生
］『
科
学
批
判
の
課
題
』［
一
九
二
八
初
出
］） 

ｈ
．
自
分
の
立
場
を
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
楽
し
か
れ
苦
し
か
れ
、
客
観
的
に
そ
れ
を
十
分
に
理
解
し
て
処
し
て
行
く
こ

と
の
出
来
る
人
は
、
ざ
ら
に
は
な
い
も
の
で
す
ね
。
（
宮
本
百
合
子
［
一
八
九
九
生
］『
獄
中
へ
の
手
紙
（
一
九
四
三

年
）』） 

 

以
上
に
見
た
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
用
例
の
う
ち
、
十
分
に
例
の
現
れ
る
明
治
期
以
降
の
も
の
を
集
計
し
、
稿
末
の
表
一
・



 

 

二
に
示
す

5

。 

 
三
・
二 

動
詞
命
令
形
の
逆
接
仮
定
条
件
用
法 

現
代
に
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
・
し
ろ
」
と
し
て
残
る
、
動
詞
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
用
法
は
、
中
古
に
お
い
て
、
体
言
に
接

続
す
る
場
合
に
「
に
も
あ
れ
」（
も
し
く
は
そ
の
縮
約
形
の
「
に
ま
れ
」）
や
、
接
続
詞
的
な
「
と
も
あ
れ
か
く
も
あ
れ
」
等
の
形

で
現
れ
る
の
が
早
い
（
中
村
一
九
九
三
・
北
﨑
二
〇
一
六
）。 

（
一
二
）
ａ
．
今
日
い
か
に
ま
れ
、
こ
の
こ
と
を
定
め
て
む
。 

（
大
和
物
語
一
四
七
） 

ｂ
．
た
け
と
り
、
答
へ
て
い
は
く
、「
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
ま
づ
請
じ
入
れ
た
て
ま
つ
ら
む
。 

（
竹
取
物
語
） 

ｃ
．
主
君
に
て
も
あ
れ
、
父
母
、
親
類
に
て
も
あ
れ
、
知
音
、
朋
友
に
て
も
あ
れ
、
… 

（
十
訓
抄
巻
六
） 

ｄ
．
な
ん
で
ま
れ
、
敵
の
方
よ
り
出
で
き
た
ら
ん
も
の
を
の
が
す
べ
き
や
う
な
し
。 

（
高
野
平
家
物
語
巻
九
） 

ｅ
．
あ
は
れ
ど
く
に
も
せ
よ
、
し
ぬ
る
と
も
、
師
の
出
ら
れ
な
ば
、
く
ふ
べ
し
と
（
一
休
諸
国
物
語
巻
三
［
寛
文
末
頃

刊
］） 

こ
の
「
も
あ
れ
」
が
形
容
詞
に
接
続
し
、「
形
容
詞
連
用
形
＋
も
あ
れ
」
と
な
る
例
も
中
古
以
降
に
散
見
す
る
。
い
ず
れ
も
、
反

義
的
な
二
語
を
用
い
る
も
の
で
あ
る

6

。 

（
一
三
）
ａ
．
す
べ
て
、
よ
く
も
あ
れ
あ
し
く
も
あ
れ
、
お
と
こ
、
女
に
て
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る
。 

（
う
つ
ほ
物
語
蔵
開
上
） 

ｂ
．
但
シ
、
多
ク
モ
有
レ
、
少
モ
有
レ
、
乞
ハ
ム
物
我
等
ニ
送
レ
。 

（
今
昔
物
語
集
巻
七
） 

ｃ
．
う
と
う
も
あ
れ
し
た
し
う
も
あ
れ
、
ゑ
こ
そ
申
宥
む
ま
じ
け
れ
。 

（
高
野
本
平
家
物
語
巻
二
） 

ｄ
．
水
は
深 フ

カ
ク

も
あ
れ
、
浅 ア

サ
ク

も
あ
れ
、
水
の
上
へ
［
ア
サ
ザ
が
］
一
寸
出
る
ぞ
。 

（
毛
詩
抄
巻
一
） 



 

 

こ
れ
ら
の
例
は
本
稿
で
問
題
と
す
る
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
と
関
連
性
を
持
つ
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
先
に
見
た
「
善
悪
」「
多
少
」

の
タ
イ
プ
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
や
、
出
現
す
る
時
代
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
～
く
も
あ
れ
～
く
も
あ
れ
」
か
ら
「
も
」
が

脱
落
し
、
近
世
以
降
の
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
を
直
接
派
生
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
次
節
に
て
述
べ
る
よ
う
に
、
逆
接
仮
定

条
件
表
現
そ
の
も
の
が
、
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
を
産
出
し
や
す
い
素
地
を
持
つ
も
の
と
見
る
。 

四 
史
的
展
開
と
そ
の
要
因 

四
・
一 

「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
展
開 

前
節
に
て
概
観
し
た
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
史
的
展
開
の
経
緯
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。 

・
近
世
前
期
に
「
お
そ
か
れ
と
か
れ
」
を
代
表
と
す
る
「
早
晩
」
タ
イ
プ
が
発
生
す
る
。 

・「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」
は
中
世
に
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
当
時
既
に
「
善
悪
」
タ
イ
プ
が
定
着
し
て
い
た
と
は
考
え
な
い
。
近

世
に
も
例
は
見
ら
れ
る
が
、
定
着
は
「
早
晩
」
タ
イ
プ
よ
り
は
遅
く
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
明
治
期
以
降
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
れ
か
ら
遅
れ
て
「
多
少
」
の
タ
イ
プ
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

・
こ
れ
ら
「
早
晩
」「
善
悪
」「
多
少
」
に
限
ら
な
い
、「
浅
か
れ
深
か
れ
」「
長
か
れ
短
か
れ
」
の
よ
う
な
例
が
明
治
期
に
あ
り
、

「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
構
造
が
、
他
の
形
容
詞
に
も
臨
時
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

冒
頭
に
挙
げ
た
諸
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
成
立
事
情
を
、
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
条
件
表
現
と
、

逆
接
仮
定
条
件
に
よ
る
「
任
意
性
」
の
提
示
の
二
側
面
か
ら
述
べ
る
。 

 

四
・
二 

成
立
要
因
と
背
景
事
情 



 

 

「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
成
立
の
素
地
と
し
て
、
動
詞
命
令
形
に
よ
っ
て
逆
接
仮
定
条
件
を
提
示
す
る
用
法
（
三
・
二
）
が
既
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
、
こ
の
複
合
辞
を
構
成
す
る
用
言
は
「
あ
り
」「
す
（
る
）」
に
限
定
さ

れ
る
が
、
近
世
頃
ま
で
は
「
あ
り
」
に
限
ら
れ
な
い
「
も
＋
動
詞
命
令
形
」
と
い
う
範
列
的
な
自
由
度
を
保
っ
て
い
た
。 

（
一
四
）
ａ
．
み
こ
に
も
お
は
せ
よ
、
上
ら
う
に
も
あ
れ
、
お
も
て
や
は
み
え
給
へ
る
。 

（
う
つ
ほ
物
語
国
譲
中
） 

ｂ
．
思
切
テ
、
明
日
ノ
活
計
ナ
ク
ハ
、
飢
死
モ
セ
ヨ
、
寒
死
モ
セ
ヨ
、
今
日
一
日
道
ヲ
聞
テ
、
仏
意
ニ
随
テ
死
ン
ト
思

フ
心
ヲ
、
先
ヅ
可
レ
発
也
。 

（
正
法
眼
蔵
随
聞
記
巻
三
） 

ｃ
．
但
シ
義
ヲ
ハ
イ
カ
ニ
モ
云
へ
。
其
宗
ニ
約
ス
レ
ハ
。
云
ヒ
ツ
ム
ル
ト
コ
ロ
ノ
ア
ル
也
。（
解
脱
門
義
聴
集
記
巻
一

〇
） 

ｄ
．
い
か
に
も
な
れ
、
何
条
こ
と
か
あ
ら
ん
と
思
へ
ば
、
い
の
ら
ぬ
な
り
。 

（
宇
治
拾
遺
物
語
巻
一
四
） 

ｅ
．
い
く
さ
は
又
お
や
も
討
た
れ
よ
、
子
も
討
た
れ
よ
、
死
ぬ
れ
ば
乗
り
こ
へ
〳
〵
戦
ふ
候
。（
高
野
本
平
家
物
語
巻

五
） 

ｆ
．
敵
に
も
お
そ
は
れ
よ
、
山
越
え
の
狩
を
も
せ
よ
、
深
山
に
ま
よ
ひ
た
ら
ん
時
は
、 

（
高
野
本
平
家
物
語
巻
九
） 

形
容
詞
（
ま
た
そ
の
補
助
活
用
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
様
態
は
、
既
に
広
範
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
あ
り
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ

る
も
の
と
隣
接
す
る
た
め
、
動
詞
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
が
形
容
詞
へ
と
拡
張
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
中
古
以

降
に
一
定
数
見
ら
れ
る
「
～
く
も
あ
れ
～
く
も
あ
れ
」
の
よ
う
な
「
形
容
詞
＋
も
あ
れ
」
の
型
が
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
近

世
当
時
に
既
に
「
で
あ
れ
」
の
系
統
が
一
語
化
し
た
「
で
も
あ
れ
」
に
一
本
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
形
容
詞
を
前
接
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

但
し
こ
れ
ら
の
事
情
は
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
採
用
要
因
で
は
な
く
、



 

 

ま
た
、
形
容
詞
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
条
件
の
提
示
が
「
～
か
れ
～
か
れ
」
と
い
う
構
文
に
限
定
さ
れ
る
理
由
の
説
明
に
は
な

ら
な
い
。
例
え
ば
、
明
恵
の
『
解
脱
門
義
聴
集
記
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
、「（
い
か
に
）
も
＋
形
容
詞
命
令
形
」
と
す
る
例
が
見

ら
れ
る
も
の
の
、
個
人
的
な
使
用
で
あ
り
、
定
着
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
定
着
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
逆
接
仮
定
と
形
容
詞
の
関
係
性
か
ら
考
え
た
い
。 

（
一
五
）
ａ
．
イ
カ
ニ
モ
ハ
ヤ
カ
レ
。
ヲ
ソ
ク
ユ
ク
モ
ノ
ヽ
。
ユ
ク
地
ヲ
コ
ソ
。
ハ
ヤ
ク
モ
ユ
ケ
云
々
。（
解
脱
門
義
聴
集
記
巻
四
） 

ｂ
．
情
有
ノ
相
ハ
。
イ
カ
ニ
モ
広
カ
レ
有
分
限
也
。 

（
解
脱
門
義
聴
集
記
巻
八
） 

逆
接
仮
定
条
件
を
用
い
て
「
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
前
件
が
成
立
す
る
」
と
い
う
「
前
件
の
任
意
性
」
を
示
す
場
合
、
次
の
パ

タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
（
前
田
一
九
九
三︑
 

原
田
・
本
多
一
九
九
七︑

 

冨
樫
二
〇
〇
五
）
。 

①
単
純
な
複
数
項
の
例
示
：
太
郎
で
も
次
郎
で
も
三
郎
で
も 

②
意
味
的
に
対
立
す
る
二
語
の
並
列 

 
 

肯
定
・
否
定
の
二
項
の
並
列
の
場
合
：
大
き
く
て
も
大
き
く
な
く
て
も
、
大
人
で
も
大
人
で
な
く
て
も 

意
味
的
に
対
立
す
る
二
項
に
よ
る
並
列
の
場
合
：
大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
、
大
人
で
も
子
供
で
も 

③
不
定
語
を
含
む
表
現
の
使
用
：
何
で
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も 

こ
の
う
ち
、
形
容
詞
補
助
活
用
の
場
合
は
②
の
「
意
味
的
に
対
立
す
る
二
項
の
並
列
」
の
み
が
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
と
し
て

定
着
し
た
。
こ
れ
は
、
形
容
詞
に
よ
っ
て
前
件
の
任
意
性
を
提
示
す
る
こ
と
と
、
反
義
的
な
二
語
の
並
列
の
親
和
性
が
高
か
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
属
性
形
容
詞
は
一
定
の
ス
ケ
ー
ル
上
で
、
あ
る
性
質
・
様
態
の
度
合
い
を
表
す
も
の
で
あ
る

か
ら
、「
全
て
の
場
合
」
を
表
現
す
る
場
合
、
必
然
的
に
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
小
両
端
の
極
値
に
よ
っ
て
集
合
全
体
を
示
す
こ
と

に
な
る
。 



 

 

例
え
ば
①
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、「
で
あ
れ
」
に
よ
る
複
数
項
の
例
示
に
は
、
典
型
的
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、
こ
の

表
現
に
含
ま
れ
る
項
目
は
「
属
す
る
要
素
が
あ
る
意
味
素
性
を
共
有
す
る
」（
原
田
・
本
多
一
九
九
七
：
四
二
頁
）
必
要
が
あ
る
。

形
容
詞
の
場
合
、
あ
る
一
定
の
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
語
に
は
限
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数
項
目
を
提
示
し
、
か
つ
、
そ
の
項
が
反

義
的
な
関
係
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
満
た
す
の
は
難
し
い

7

。 

（
一
六
）
む
し
ろ
は
荒
磯
海
の
浦
に
う
つ
る
な
る
出
雲
む
し
ろ
に
ま
れ
、
生
の
松
原
の
ほ
と
り
に
出
で
来
な
る
筑
紫
む
し
ろ
に
ま

れ
、
み
る
を
が
浦
に
刈
る
な
る
み
つ
ふ
さ
む
し
ろ
に
ま
れ
、
そ
こ
に
い
る
入
江
に
刈
る
な
る
た
な
み
む
し
ろ
に
ま
れ
、

七
条
の
な
は
む
し
ろ
に
ま
れ
、
侍
ら
む
を
貸
さ
せ
給
へ
。 

（
堤
中
納
言
物
語
・
よ
し
な
し
ご
と
） 

な
お
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、「
～
く
も
～
く
も
」「
～
き
も
～
き
も
」「
～
き
に
つ
け
～
き
に
つ
け
」
の
よ

う
に
、
反
義
的
な
二
語
に
よ
る
前
件
の
任
意
性
の
提
示
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
（
事
例
と
し
て
松
本
一
九
八
六
等
）。
や
、
反

義
関
係
の
漢
字
二
字
か
ら
構
成
さ
れ
る
語
が
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
」
の
意
を
持
つ
副
詞
用
法
を
派
生
し
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
だ
ろ
う

8

。
す
な
わ
ち
、
反
義
的
な
二
語
の
並
列
に
よ
っ
て
「
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
」
と
い
う
前
件
の
任
意
性
を
提
示
す

る
こ
と
が
（
他
の
パ
タ
ー
ン
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
）
近
世
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
反
義
的
な
二
語
の
並
列

と
い
う
構
造
が
、
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
条
件
に
も
適
用
さ
れ
た
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

五 

お
わ
り
に 

本
稿
で
は
、「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
以
下
の
点
を
示
し
た
。 

・
形
容
詞
補
助
活
用
命
令
形
に
よ
る
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
は
、「
早
晩
」「
善
悪
」「
多
少
」
の
タ
イ
プ
の
順
に
定
着
し
た
。 

・
命
令
形
に
よ
る
逆
接
仮
定
用
法
が
あ
り
、
形
容
詞
の
性
質
と
、
反
義
的
な
二
語
の
並
列
に
よ
る
任
意
性
の
提
示
と
の
親
和
性
の



 

 

高
さ
が
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
の
採
用
を
促
し
た
。 

今
回
考
察
し
た
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
や
「
で
あ
れ
」
の
系
統
を

含
め
、
元
来
命
令
・
希
求
を
表
し
て
い
た
命
令
形
と
い
う
形
態
が
機

能
語
化
し
、
条
件
形
式
を
派
生
す
る
現
象
は
通
時
的
に
見
ら
れ
る
現

象
で
あ
る
。
他
の
個
別
事
例
や
、
他
形
式
か
ら
の
条
件
形
式
へ
の
派

生
も
併
せ
て
、
総
合
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

9 

表 1 「～かれ～かれ」型の用例数  

生年  1840  
-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -00 

早晩  0/1 1/0 0/1 3/2 11/0 28/1 9/2 8/1 25/6 19/1 10/2 32/7 

善悪  
   

2 6 9 8 16 14 17 46 28 

多少  
     

3 1 5 14 20 30 52 

他  
    

1 
 

2  
 

3  
 

2  
 

計  1  1  1 7 18 41 22 30 62 57 90 119 

             表 2 「～かれ～かれ」型の著者数・話者数  

生年  1840  
-45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -95 -00 

早晩  0/1 1/0 1/0 2/2 7/0 7/1 8/2 6/1 15/5 10/1 9/2 18/6 

善悪  
   

2 3 5 6 3 10 5 13 16 

多少  
     

2 1 3 2 8 10 26 

他  
    

1 
 

2  
 

3  
 

2  
 

計  1  1  1 6 11 15 19 13 33 24 36 66 

              



 

 

1 
例
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
編
（
一
九
九
八
）
で
は
、【
か
れ
】［
Ａ
―
か
れ 

Ａ
―
か
れ
］
の
項
に
「
遅
か
れ
早
か
れ
」

「
多
か
れ
少
な
か
れ
」
の
例
が
挙
げ
ら
れ
、「「
ど
ち
ら
の
場
合
で
あ
っ
て
も
」
の
意
味
。
対
立
的
意
味
の
イ
形
容
詞
が
用
い
ら
れ

る
。（
一
）
は
「
時
間
の
早
い
遅
い
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
」、（
二
）
は
「
量
・
程
度
の
多
い
少
な
い
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
に
し

て
も
」
と
い
う
意
味
（
筆
者
注
、
一
・
二
は
そ
れ
ぞ
れ
「
遅
か
れ
早
か
れ
」「
多
か
れ
少
な
か
れ
」）。
慣
用
句
的
に
使
わ
れ
、
他
に

は
「
よ
か
れ
あ
し
か
れ
」
が
あ
る
」（
九
六
頁
）
と
説
明
さ
れ
る
。 

2 

そ
の
他
の
辞
典
と
し
て
は
、
前
田
勇
編
『
江
戸
語
大
辞
典
』（
講
談
社
）
に
「
遅
か
れ
早
か
れ
」
の
立
項
が
あ
り
、「
天
道
さ
ま

が
明
ら
か
な
れ
ば
、
お
そ
か
れ
早
か
れ
宗
犬
様
は
討
た
れ
給
は
ん
」（
女
模
様
稲
妻
染
［
一
八
一
六
刊
］）
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

3 

近
世
前
期
に
お
い
て
専
ら
「
と
か
れ
」
が
用
い
ら
れ
、「
は
や
し
」
が
こ
の
形
式
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
要
因
と
し
て
、「
と
し
」

が
主
に
時
間
的
な
早
さ
に
、「
は
や
し
」が
動
作
そ
の
も
の
の
敏
速
さ
に
重
点
が
あ
り（
平
安
和
文
・
鎌
倉
和
漢
混
交
文
に
つ
い
て
、

関
一
九
八
五
）、
近
世
に
も
そ
の
差
異
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

4 

西
行
の
書
状
に
は
他
に
「
入
道
殿
の
御
判
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
御
心
に
い
れ
い
ら
ざ
れ
申
候
に
し
御
こ
と
う
け
候
し
か
ば
」

（
御
物
本
円
位
仮
名
消
息
：
田
村
一
九
六
一
）
の
例
も
あ
る
。 

5 

国
立
国
語
研
究
所
（
二
〇
一
七
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス 
明
治
・
大
正
編Ⅰ

雑
誌
』（
短
単
位
デ
ー
タ1.1, 

中
納
言2.2.2

）、

国
立
国
語
研
究
所
編
全
文
検
索
シ
ス
テ
ム
『
ひ
ま
わ
り
』
用
『
青
空
文
庫
』
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（20170401

）、『
国
会
会
議
録
』
パ
ッ

ケ
ー
ジ
（20140327

）
を
対
象
と
し
た
。
い
ず
れ
も
全
デ
ー
タ
を
対
象
、
短
単
位
検
索
に
お
い
て
「
品
詞
（
大
分
類
）：
形
容
詞
」

か
つ
「
活
用
形
（
大
分
類
）：
命
令
形
」
に
マ
ッ
チ
す
る
も
の
を
ひ
と
ま
ず
収
集
し
た
上
で
、
併
せ
て
文
字
列
検
索
（「
か
れ
」、「
漢

字
＋
れ
」
等
）
を
行
い
、
誤
解
析
に
よ
っ
て
漏
れ
た
例
も
収
集
し
た
。
表
一
・
二
は
、
著
者
・
話
者
の
生
年
を
五
の
倍
数
で
切
り

                                         

            

 



 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

 

捨
て
、
一
九
〇
〇
年
を
下
限
と
し
て
集
計
を
行
っ
た
。
表
一
に
は
集
計
し
た
用
例
数
を
そ
の
ま
ま
示
し
た
が
、
母
体
・
使
用
者
に

よ
る
偏
り
（
例
え
ば
宮
本
百
合
子
［
一
八
九
九
年
生
］
に
よ
る
「
善
悪
」
タ
イ
プ
の
例
が
三
四
例
、
な
ど
）
を
考
慮
す
る
た
め
、

同
一
著
者
・
話
者
に
よ
る
複
数
回
の
使
用
を
正
味
の
人
数
と
し
て
集
計
し
、
著
者
・
話
者
数
と
し
て
表
二
に
提
示
し
た
。「
早
晩
」

タ
イ
プ
に
は
「
遅
か
れ
早
か
れ
」
の
語
順
を
取
る
も
の
と
「
早
か
れ
遅
か
れ
」
の
語
順
を
取
る
も
の
が
あ
り
、「
遅
・
早
」「
早
・

遅
」
の
順
に
ス
ラ
ッ
シ
ュ
で
区
切
っ
て
例
数
を
示
し
た
。
な
お
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
治
期
に
は
語
順
を
「
早
・
遅
」
と
す

る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
る
が
、「
善
か
れ
悪
し
か
れ
」「
多
か
れ
少
な
か
れ
」
に
見
ら
れ
る
「
程
度
の
甚
だ
し
い
場
合
と

そ
う
で
な
い
場
合
」
の
並
列
と
の
体
系
化
を
図
る
た
め
、「
遅
か
れ
（「
時
間
の
長
さ
」
の
点
で
程
度
が
甚
だ
し
い
）
早
か
れ
（
そ

う
で
は
な
い
）」
の
語
順
に
収
束
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

6 

他
、「
悪
し
く
も
あ
れ
、
い
か
に
も
あ
れ
、
た
よ
り
あ
ら
ば
や
ら
む
」（
土
左
日
記
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。 

7 

③
の
場
合
、
形
容
詞
に
は
「
い
か
に
～
」
の
よ
う
な
、
様
態
を
示
す
不
定
語
の
み
が
共
起
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
（
一

五
）
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
ど
れ
だ
け
そ
の
状
態
で
あ
っ
て
も
」
と
、
形
容
詞
で
示
さ
れ
る
様
態
の
極
限
値
が
仮
定
さ
れ
る
の

み
で
、
一
般
的
な
「
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
」
と
い
う
任
意
性
を
示
す
に
は
至
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
文
法
形
式
と
し
て
定
着
し
な

か
っ
た
要
因
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
②
の
肯
否
関
係
に
基
づ
く
も
の
は
、「
～
か
れ
～
く
な
か
れ
」
と
い
う
型
が
考
え
ら
れ
る
が
、

実
例
は
見
ら
れ
な
い
。
唯
一
、「
し
ゆ
き
や
う
し
や

（

修

行

者

）

た
う
し
ん

（

道

心

）

、
あ
れ
な
か
れ
、
こ
ろ
も
を
き︑

け
さ
を
か
け
て︑

ま
こ
と
に
う
へ

る
を︑

 

か
な
し
む
こ
そ
あ
れ
」（
弁
慶
物
語
・
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
古
活
字
版
）
の
よ
う
に
、「
有
り
」
と
「
無
し
」
の
反
義
関
係

に
よ
る
「
あ
れ
な
か
れ
」
の
例
が
見
ら
れ
、
こ
れ
は
、
岩
手
県
気
仙
郡
に
「
あ
れ
な
が
れ
、
お
ら
そ
ん
な
ご
ど
知
ら
ね
ぁ
」（
小
学

館
『
日
本
方
言
大
辞
典
』
よ
り
菊
地
武
人
『
気
仙
方
言
誌
』
の
例
）
等
と
し
て
残
る
よ
う
で
あ
る
。
近
代
以
降
に
お
い
て
も
、
近

世
文
学
者
の
松
田
修
が
「
～
で
あ
れ
な
か
れ
」
を
多
用
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
中
村
二
〇
〇
五
）、
命
令
形
の
逆
接
仮
定

 



 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

 

用
法
や
「
～
か
れ
～
か
れ
」
型
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
得
る
形
式
の
よ
う
で
あ
る
。 

8 
例
え
ば
、「
善
悪
」（
原
一
九
九
一
・
玉
村
二
〇
〇
六
）、「
是
非
」（
原
一
九
九
一
・
玉
村
一
九
九
一
）、「
有
無
」（
玉
村
二
〇
〇

八
）、「
早
晩
」「
多
少
」
な
ど
。 

［
引
用
資
料
］ 

大
和
物
語
・
今
昔
物
語
集
・
正
法
眼
蔵
随
聞
記
・
宇
治
拾
遺
物
語
・
唐
糸
草
子
・
新
色
五
巻
書
：
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書

店
）
／
竹
取
物
語
・
土
左
日
記
・
十
訓
抄
・
け
し
ず
み
・
心
中
二
枚
絵
草
紙
・
浮
世
床
：
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

／
う
つ
ほ
物
語
：
う
つ
ほ
物
語
の
総
合
研
究
（
勉
誠
出
版
）
／
解
脱
門
義
聴
集
記
：
納
富
常
天
（
一
九
六
七
）「
明
恵
述
・
高
信
編

「
解
脱
門
義
聴
集
記
」」『
金
沢
文
庫
研
究
紀
要
』
4
／
西
行
贈
定
家
卿
文
：
群
書
類
従
143
（JapanK

now
ledge

所
収
本
）
／
高

野
本
平
家
物
語
：
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
／
落
書
露
顕
：
歌
論
歌
学
集
成
（
三
弥
井
書
店
）
／
毛
詩
抄
：『
毛
詩
抄 

詩
経
』
岩
波
書
店
／
弁
慶
物
語
：
室
町
時
代
物
語
大
成
12
（
角
川
書
店
）
／
一
休
諸
国
物
語
：
噺
本
大
系
（
東
京
堂
）
／
今
川
了

俊
：
近
松
全
集
（
岩
波
書
店
）
／
春
秋
左
氏
伝
国
字
弁
：
漢
籍
国
字
解
全
書
15
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
／
月
宴
升
毬
栗
・
太
鼓

音
智
勇
三
略
：
黙
阿
弥
全
集
（
春
陽
堂
） 

用
例
調
査
の
一
部
に
、
国
文
学
研
究
資
料
館
『
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』、
国
立
国

語
研
究
所
（
二
〇
一
四
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス 

平
安
時
代
編
』（
短
単
位
デ
ー
タ
1.0
・
長
単
位
デ
ー
タ
1.0
）、
ネ
ッ
ト
ア
ド

バ
ン
ス
社 JapanK

now
ledge Lib 

を
用
い
た
。 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
他
、
不
足
す
る
近
世
期
の
用
例
を
補
う
た
め
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、archive.org

に
公
開
さ
れ
て
い
る
以
下
の
叢
書
類
に
、
簡
易
的
な
Ｏ
Ｃ
Ｒ
処
理
を
施
し
た
も
の
を
検
索
に
利
用
し
た
（
年
号
は
初
回
配
本
年
）。 

近
世
文
芸
叢
書
（
明
四
三
：
国
書
刊
行
会
）、
徳
川
文
芸
類
聚
（
大
三
：
国
書
刊
行
会
）、
人
情
本
刊
行
会
叢
書
（
大
四
：
人

情
本
刊
行
会
）、
江
戸
時
代
文
芸
資
料
（
大
五
：
国
書
刊
行
会
）、
歌
舞
伎
脚
本
傑
作
集
（
大
一
〇
：
春
陽
堂
）、
世
話
狂
言
傑

 



 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

 

作
集
・
時
代
狂
言
傑
作
集
（
大
一
四
：
春
陽
堂
）、
近
代
日
本
文
学
大
系
（
昭
元
：
国
民
図
書
）、
日
本
名
著
全
集
（
昭
元
：

日
本
名
著
全
集
刊
行
会
）、
日
本
戯
曲
全
集
（
昭
三
：
春
陽
堂
） 

但
し
、
こ
れ
ら
叢
書
類
に
は
し
ば
し
ば
本
文
上
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
用
例
掲
出
の
際
は
そ
れ
ぞ
れ
次
に
挙
げ
る
翻
刻
テ
キ
ス
ト

や
原
本
（
も
し
く
は
そ
の
影
印
・
画
像
な
ど
）
に
当
た
っ
た
。 

女
大
名
丹
前
能
：
叢
書
江
戸
文
庫
（
国
書
刊
行
会
）
／
御
前
義
経
記
・
乱
脛
三
本
鑓
・
色
縮
緬
百
人
後
家
・
力
婦
伝
・
逢
州

執
着
譚
・
貞
操
園
の
朝
顔
：
早
稲
田
大
学
蔵
本
（
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
拠
る
）
／
稲
光
田
毎
月
：
東

京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
（
大
総
本
）
／
平
家
評
判
記
：
早
稲
田
大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
／
娘
消
息
：
国
会
図
書
館
蔵
本
（
国

立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
拠
る
） 

［
参
考
文
献
］ 

岩
井
良
雄
（
一
九
七
四
）『
日
本
語
法
史 
江
戸
時
代
編
』
笠
間
書
院 

北
﨑
勇
帆
（
二
〇
一
六
）「
複
合
助
詞
「
で
あ
れ
」「
に
せ
よ
」「
に
し
ろ
」
の
変
遷
」『
日
本
語
の
研
究
』
12
―
4 

グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
（
一
九
九
八
）『
教
師
と
学
習
者
の
た
め
の
日
本
語
文
型
辞
典
』
く
ろ
し
お
出
版 

関
一
雄
（
一
九
八
五
）「
と
く
・
早
く
・
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
の
意
味 
―
平
安
と
院
政
鎌
倉
の
用
例
に
つ
い
て
―
」『
山
口
大
学
文
学
会
志
』
35 

玉
村
禎
郎
（
一
九
九
一
）「「
是
非
」
の
語
史 

―
副
詞
用
法
の
発
生
ま
で
―
」『
語
文
』
56 

―
―
―
―
（
二
〇
〇
六
）「「
善
悪
」
の
副
詞
用
法
の
発
生 

―
近
代
語
へ
の
歩
み
―
」『
近
代
語
研
究
』
13 

―
―
―
―
（
二
〇
〇
八
）「「
有
無
」
の
語
史
―
副
詞
用
法
発
生
前
史
―
」『
杏
林
大
学
外
国
語
学
部
紀
要
』
20 

田
村
悦
子
（
一
九
六
一
）「
西
行
の
筆
跡
資
料
の
検
討
」『
美
術
研
究
』
214 

冨
樫
純
一
（
二
〇
〇
五
）「
複
合
助
詞
「
に
し
ろ
」「
に
せ
よ
」「
で
あ
れ
」 

そ
の
意
味
と
諸
用
法
を
め
ぐ
っ
て
」『
筑
波
日
本
語
研
究
』

 



 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                    

 

10 
中
村
幸
弘
（
一
九
九
三
）「
放
任
表
現
考
」
小
泉
弘
・
林
睦
朗
編
『
日
本
文
学
の
伝
統
』
三
弥
井
書
店 

―
―
―
―
（
二
〇
〇
五
）「
松
田
修
の
放
任
表
現
」『
野
州
国
文
学
』
76 

―
―
―
―
（
二
〇
〇
六
）「
近
代
評
論
文
の
放
任
表
現
」『
国
学
院
大
学
紀
要
』
44 

原
卓
志
（
一
九
九
一
）「
漢
語
「
善
悪
」「
是
非
」「
決
定
」「
必
定
」
の
副
詞
用
法
に
つ
い
て
」『
鎌
倉
時
代
語
研
究
』
14 

原
田
康
也
・
本
多
久
美
子
（
一
九
九
七
）「
日
本
語
の
全
称
量
化
表
現 

―
「
も
」
の
〈
全
称
並
列
〉
に
つ
い
て
―
」『
早
稲
田
大
学
語
学

教
育
研
究
所
紀
要
』
52 

前
田
直
子
（
一
九
九
三
）「
逆
接
条
件
文
「
～
テ
モ
」
を
め
ぐ
っ
て
」
益
岡
隆
志
編
『
日
本
語
の
条
件
表
現
』
く
ろ
し
お
出
版 

松
本
宙
（
一
九
八
六
）「
中
世
に
お
け
る
慣
用
句
類
型
表
現
の
変
容
」
佐
藤
喜
代
治
編
『
国
語
論
究
第
一
集 

語
彙
の
研
究
』
明
治
書
院 

湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
三
六
）『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究 

上
方
編
』
刀
江
書
院 

［
付
記
］
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費 

課
題
番
号16J00119

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 


