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一 

は
じ
め
に 

近
代
に
お
け
る
近
代
以
前
の
国
文
学
作
品
の
理
解
に
あ
た
っ
て
は
︑
近
世
以
前
か
ら
続
く
注
釈
か
︑
も
し
く
は
︑
近
世
に
新
た
に
成
立

し
た
俗
語
訳
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
た
︒
与
謝
野
晶
子
訳
﹃
新
訳
源
氏
も
の
が
た
り
﹄︵
一
九
一
二
・
二
︑
金
尾
文
淵
堂
︶
は
明
治
期
に
お

け
る
後
者
の
代
表
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
新
訳
﹂
の
刊
行
は
当
初
︑
太
田
水
穂
訳
﹃
新
訳
伊
勢
物
語
﹄︵
一
九
一
二
・
四
︑
博
信
堂
︶︑
鴻
巣
盛

広
訳﹃
口
訳
落
窪
物
語
﹄︵
一
九
一
二
・
一
一
︑博
文
館
︶の
よ
う
な
中
古
文
学
が
対
象
と
な
っ
た
が
︑新
訳
の
刊
行
が
広
が
る
に
つ
れ
て
︑

次
第
に
そ
の
対
象
作
品
の
時
代
の
幅
も
広
く
な
っ
て
い
く
︒ 

北
﨑
︵
二
〇
二
〇
︶
で
は
︑
大
正
期
に
新
訳
さ
れ
た
佐
久
間
春
山
﹃
新
訳
狂
言
記
﹄︵
一
九
一
九
・
一
二
︑
日
本
書
院
︶
と
︑
そ
の
種
本

と
な
っ
た
江
戸
時
代
の
版
本
﹁
狂
言
記
﹂
の
翻
刻
本
と
の
比
較
検
討
が
近
代
語
研
究
に
資
す
る
旨
を
述
べ
た
︒
こ
れ
ら
新
訳
の
類
は
︑﹁
あ

る
語
・
形
式
や
表
現
が
当
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
か
﹂
と
い
う
情
報
の
み
な
ら
ず
︑
近
代
に
生
き
る
訳
者
が
前
代
に
書
か

れ
た
作
品
の
ど
の
語
を
新
た
に
置
き
換
え
た
か
︑
す
な
わ
ち
︑
ど
の
よ
う
な
語
を
積
極
的
に
﹁
古
い
﹂
も
の
と
見
做
し
た
か
が
看
取
で
き

る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
他
の
近
代
語
資
料
に
な
い
優
位
性
を
持
つ
︒
た
だ
し
︑
そ
の
新
訳
が
ど
れ
だ
け
︑
ま
た
ど
の
よ
う
に
﹁
新
し
い
﹂

の
か
と
い
う
問
題
や
︑
全
て
の
新
訳
作
品
を
同
質
に
﹁
新
し
い
﹂
も
の
と
し
て
扱
っ
て
良
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
詳
細
に
検
討
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
︑
本
稿
で
は
︑
三
種
の
異
な
る
新
訳
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
為
永
春
水
著
﹃
春
色
梅
児

誉
美
﹄︵
以
下
︑﹁
梅
暦
﹂︶
を
取
り
上
げ
︑
こ
の
資
料
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒ 

後
述
の
熊
谷
為
蝶
訳
の
序
文
に
﹁﹃
梅
暦
﹄
と
云
ふ
書
名
は
︑
人
の
能
く
知
つ
て
居
る
世
間
に
能
く
通
つ
た
名
で
あ
る
﹂
と
も
あ
る
よ
う

に
︑
梅
暦
は
近
代
に
も
よ
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
︑
新
訳
に
も
以
下
の
三
作
品
が
存
す
る
︒ 

Ａ 

熊
谷
為
蝶
訳
﹃
新
訳
梅
ご
よ
み
﹄︵
一
九
一
三
・
三
︑
東
雲
堂
書
店
︶ 

Ｂ 

太
田
柏
露
訳
﹃
梅
こ
よ
み
﹄︵
一
九
一
八
・
六
︑
豊
文
館
︶ 
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Ｃ 

中
内
蝶
二
訳
﹃
新
訳
梅
ご
よ
み
﹄︵
一
九
二
〇
・
九
︑
名
作
人
情
文
庫
刊
行
会
︶ 

以
下
︑
各
本
の
書
誌
と
序
文
に
示
さ
れ
る
新
訳
の
目
的
・
方
針
を
紹
介
し
︵
二
節
︶︑
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
部
を
示
し
て
そ
の
特
徴
を
概
観
し

た
上
で
︵
三
節
︶︑
こ
れ
ら
の
新
訳
の
組
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
︑
特
に
意
志
・
推
量
形
式
を
対
象
と
し
て
述
べ
る
︵
四
節
︶︒ 

  
 
 

二 

三
種
の
新
訳
﹁
梅
ご
よ
み
﹂ 

二
・
一 

熊
谷
為
蝶
訳
︵
Ａ
本
︶ 

近
代
の
新
訳
三
種
の
中
で
最
も
早
い
作
品
が
︑
熊
谷
為
蝶
訳
﹃
新
訳
梅
ご
よ
み
﹄︵
以
下
︑
Ａ
本
︶
で
あ
る
︒
縦
一
七
・
八×
横
一
一
・

八
セ
ン
チ
︑
大
正
二
年
二
月
二
五
日
印
刷
︑
同
年
三
月
一
二
日︵1

︶

発
行
︒
発
行
者
︑
西
村
寅
次
郎
︵
東
京
市
京
橋
区
︶︑
印
刷
者
︑
遠
藤
銓

吉
︵
東
京
市
京
橋
区
︶︒ 

凡
例
に
は
以
下
の
よ
う
に
︑
新
訳
の
﹁
新
傾
向
﹂
に
伴
っ
て
﹃
梅
暦
﹄
を
訳
す
こ
と
に
し
た
と
い
う
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
︑ 

﹃
梅
暦
﹄
を
現
代
語
に
書
き
直
し
て
見
や
う
と
い
ふ
︑
宿
志

こ
こ
ろ
も
ち

は
︑
少
く
と
も
四
五
年
前
か
ら
の
考
り
で
あ
つ
た
︑…

︵
中
略
︶

…

暫
く
お
く
ら
と
し
て
居
つ
た
所
が
︑
近
似
大
分
新
訳
何
々
と
い
ふ
新
傾
向
に
伴
ふ
て
︑
聊
か
其
萌
し
を
催
し
て
来
た
︑
所
へ
先

ご
ろ
羽
織
芸
者
に
関
す
る
こ
と
を
少
し
く
調
べ
た
の
が
動
機
で
︑
其
物
奇
の
気
分
が
著
し
く
湧
起
し
て
来
た
の
で
︑
取
り
敢
え
ず

十
二
巻
丈
を
も
の
し
た
の
で
あ
る
︒ 

そ
の
新
訳
の
意
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒ 

﹃
梅
暦
﹄
と
云
ふ
書
名
は
︑
人
の
能
く
知
つ
て
居
る
世
間
に
能
く
通
つ
た
名
で
あ
る
し
︑
丹
次
郎
と
云
ふ
名
も
亦
能
く
人
が
知

つ
て
居
る
︒ 

さ
り
な
が
ら
群
衆

お
ほ
く

の
中
に
は
︑
そ
れ
等ら

の
内
容

コ
ン
テ
ン
ト

を
全
く
知
ら
ず
に
居
る
人
も
無
い
で
は
な
い
︑
又
未
だ
一
度
も
見
た
こ
と

も
読
ん
だ
こ
と
も
な
い
と
云
ふ
の
は
︑
如
何
に
は
物
足
り
な
い
︑
話
で
あ
る
か
ら
︑
一
面
に
於
て
は
江
戸
軟
文
学
の
一
部
分
を
未

知
の
人
に
紹
介
す
る
方
便
と
し
て
︑
他
方
に
於
て
は
従
来
多
く
の
人
の
喜
ん
で
話
の
材
料
に
用
ゐ
た
も
の
を
︑
成
程
こ
の
位
の
程

度
に
取
扱
つ
た
ら―

手
前
味
噌
の
様
で
恐
縮
で
あ
る
が―

差
支
へ
は
な
い
︑
と
御
賛
成
を
得
︑
最
う
一
つ
は
其
著
者
為
永
春
水
の

（右上）Ａ本 
（左上）Ｂ本 
（右下）Ｃ本 



仕
事
の
局
部
を
︑
後
世
に
語
り
伝
へ
る
為
に
も
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
︒ 

﹁
拙
訳
不
十
分
な
が
ら
も
取
扱
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
肝か

ん
腎じ

ん
要
素

か
な
め

の
部
分

と
こ
ろ

は
其
筋
の
御
注
意
に
由
り
︑
可
惜

あ
つ
た
ら

フ
ヰ
ル
ム
を
キ
ビ
〴

〵
と
切
り
捨
て
ゝ
了
つ
た
﹂
と
あ
る
通
り
︑
場
面
を
丸
ご
と
省
略
す
る
場
合
も
多
く
︑
次
節
以
降
に
見
る
よ
う
に
︑
三
種
の
新
訳
の
中
で

は
最
も
刊
行
が
早
い
が
︑
原
作
か
ら
の
改
変
は
最
も
甚
だ
し
い
︒ 

熊
谷
に
は
他
に
﹃
名
家
演
芸
ひ
か
へ
帳
﹄︵
編
︑
一
九
一
〇
・
一
一
︑
東
雲
堂
︶︑﹃
芸
者
の
手
紙
﹄︵
編
︑
一
九
一
二
・
一
一
︑
彩
文
館
︶︑

﹃
艶
色
か
ゞ
み
﹄︵
一
九
一
三
・
四
︑
大
屋
書
房
︶
と
い
っ
た
編
著
が
あ
り
︑
凡
例
に
あ
る
﹁
羽
織
芸
者
に
関
す
る
こ
と
を
少
し
く
調
べ
た
﹂

の
は
こ
の
前
二
者
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
う
ち
﹃
芸
者
の
手
紙
﹄
の
編
者
序
文
に
は
﹁
桑
田
春
風
︑
田
村
西
男
︑
小
泉
迂
外
︑
の
諸

先
生
よ
り
与
へ
ら
れ
た
る
多
大
の
援
助
に
対
し
て
︑
深
く
諸
先
生
の
厚
意
を
感
謝
す
る
﹂
と
あ
る
︒
俳
人
小
泉
迂
外
︵
一
八
八
四―

一
九

五
〇
︶
は
︑
明
治
四
四
年
︵
一
九
一
一
︶
に
﹃
俳
諧
江
戸
調
﹄︵
中
島
辰
文
館
・
武
田
文
永
堂
︶
を
﹁
熊
谷
無
漏
﹂
な
る
人
物
と
共
に
著
し

て
お
り
︑
そ
の
刊
記
に
は
﹁
熊
谷
発
之
助
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
熊
谷
発
之
助
は
同
じ
く
明
治
四
四
年
に
竹
本
摂
津
大
掾
述
﹃
義
太
夫
の
心
得
﹄

︵
中
島
辰
文
館
・
武
田
文
永
堂
︶
を
刊
行
し
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
心
得
﹂
の
末
尾
︵
二
一
八
頁
︶
に
は
﹁
為
蝶
編
﹂
と
あ
る
か
ら
︑

熊
谷
為
蝶
＝
熊
谷
無
漏
＝
熊
谷
発
之
助
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
ま
た
︑﹃
艶
色
句
選
﹄︵
一
九
一
五
︑
五
井
書
院
︶
に
も
小
泉
の
序
文
が

あ
り
︑
そ
こ
に
は
﹁
著
者
無
漏
子
は
先
き
に
﹃
艶
色
か
ゞ
み
﹄
を
著
は
し
︑
今
又
こ
れ
を
輯
纂
す
︒
そ
の
花
柳
に
精
し
き
こ
と
︑
野
暮
天

揃
の
徘
壇
に
於
て
︑
ま
れ
に
見
る
の
通
客
な
り
︒﹂
と
あ
っ
て
︑
こ
れ
も
﹁
無
漏
﹂
が
前
述
の
﹃
艶
色
か
ゞ
み
﹄
の
著
者
の
﹁
熊
谷
為
蝶
﹂

で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒ 

﹃
俳
諧
江
戸
調
﹄
の
小
泉
の
序
文
に
よ
れ
ば
︑
熊
谷
は
﹁
今
の
俳
壇
を
通
じ
て
の
江
戸
通
﹂
で
あ
り
︑﹁
し
か
も
純
江
戸
の
血
を
享
け
て

ゐ
る
東
京
人
で
あ
る
﹂
と
い
い
︑﹃
俳
諧
江
戸
調
﹄
な
ど
の
﹁
無
漏
﹂
に
よ
る
序
文
に
は
し
ば
し
ば
﹁
榑
正
町
の
仮
宅
﹂
が
登
場
す
る
︵
榑

正
町
は
現
在
の
中
央
区
日
本
橋
︶︵2

︶

︒ 
 

二
・
二 

太
田
柏
露
訳
︵
Ｂ
本
︶ 

扉
題
﹁
梅
こ
よ
み
﹂︑
内
題
﹁
春
色
梅
児
誉
美
﹂︒
縦
一
五
・
二×

横
一
〇
・
八
セ
ン
チ
︑
大
正
七
年
六
月
一
〇
日
印
刷
︑
同
年
六
月
一

三
日
発
行
︒
発
行
者
︑
池
清
一
︵
東
京
市
小
石
川
区
︶︑
印
刷
者
︑
金
山
佐
次
︵
東
京
市
神
田
区
︶︒
訳
者
の
太
田
柏
露
に
は
﹃
新
訳
本
朝

桜
陰
比
事
﹄︵
秋
山
湖
風
と
の
共
訳
︑
一
九
一
七
・
一
︑
須
原
啓
興
社
︶︑
西
鶴
﹃
武
家
義
理
物
語
﹄
を
原
拠
と
す
る
﹃
新
訳
浮
世
の
情
﹄

︵
秋
山
湖
風
と
の
共
訳
︑
一
九
一
七
・
四
︑
豊
文
館
︶︑﹃
五
人
女
﹄︵
一
九
一
八
・
七
︑
豊
文
館
︶︑﹃
一
代
男
﹄︵
一
九
一
八
・
一
〇
︑
豊

文
館
︶
の
新
訳
が
あ
る
︒
本
書
の
広
告
に
は
﹃
浮
世
の
情
﹄
が
載
り
︑
そ
の
﹃
浮
世
の
情
﹄
に
は
︑
小
川
笹
舟
訳
﹃
変
装
浮
世
風
呂
﹄︵
一

九
二
〇
︶
の
広
告
が
あ
る
︒
こ
の
﹃
変
装
浮
世
風
呂
﹄
も
そ
の
名
の
通
り
︑﹃
浮
世
風
呂
﹄
の
翻
案
・
訳
書
で
あ
る︵3

︶

︒ 

な
お
︑
太
田
に
は
こ
れ
ら
の
新
訳
と
並
行
し
て
︑
同
じ
豊
文
館
か
ら
当
時
の
恋
文
を
集
成
し
た
﹃
男
女
思
ひ
の
ふ
み
﹄︵
一
九
一
八
・
七
︶

が
あ
る
ほ
か
︑
幕
末
の
合
巻
﹃
浮
寝
鳥
朧
漣
﹄︵
一
八
五
〇―

一
八
五
四
︶
を
改
題
校
訂
し
た
﹃
浮
寝
鳥
恋
の
漣
﹄︵
一
九
一
九
・
一
一
︑

辰
己
文
庫
︶
や
︑
先
の
秋
山
湖
風
と
の
共
編
に
よ
る
﹃
隠
語
辞
典
﹄︵
一
九
二
八
︑
文
僊
堂
︶︑﹃
最
新
現
代
用
語
辞
典 

大
正
拾
四
年
版
﹄

︵
一
九
二
五
︑
明
光
社
︶
な
ど
が
あ
り
︑
多
作
で
あ
る
︒ 

﹁
国
文
を
新
訳
す
る
の
は
︑
丁
度
鰻
を
他
人
に
噛
ん
で
貰
ふ
や
う
な
も
の
だ
と
或
友
人
が
言
つ
た
︒
面
白
い
譬
喩
で
あ
る
︒﹂
か
ら
始
ま

る
序
文
は
︑﹁
余
程
の
閑
日
月
を
持
つ
た
人
で
な
い
と
︑
一
々
原
文
を
味
ふ
趣
味
と
智
識
を
養
つ
て
ゐ
る
暇
は
あ
る
ま
い
﹂
と
し
︑
併
せ
て

原
文
公
刊
が
難
し
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で
︑ 

西
鶴
を
解
す
る
も
の
︑
春
水
を
解
す
る
人
が
見
た
ら
︑
或
は
鰻
を
噛
ん
で
貰
ふ
物
足
り
な
さ
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
西
鶴

は
ど
ん
な
作
︑
春
水
は
ど
ん
な
作
と
ま
だ
読
ん
だ
事
の
な
い
人
の
為
に
は
︑
此
口
語
訳
が
充
分
其
作
風
を
偲
は
せ
る
だ
ら
う
の
自

信
を
持
つ
て
ゐ
る
︒
私
は
此
所
信
で
西
鶴
や
春
水
の
比
較
を
読
者
の
前
に
呈
供
し
た
の
で
あ
る
︒ 

と
新
訳
の
目
的
を
説
く
︒
訳
の
方
針
に
つ
い
て
は
﹁
努
め
て
逐
字
訳
の
形
式
を
執
つ
て
︑
現
代
の
人
達
に
判
ら
ぬ
習
慣
用
語
の
他
は
︑
成

べ
く
当
時
の
風
俗
言
語
を
其
儘
に
用
ひ
た
﹂
こ
と
︑﹁︵
注
・
地
名
を
仮
称
と
し
て
︶
仮
称
の
下
に
地
名
の
実
称
を
入
れ
た
り
︑
あ
て
字
を



訂
正
し
た
り
し
た
﹂
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る︵4

︶

︒ 
 

二
・
三 

中
内
蝶
二
訳
︵
Ｃ
本
︶ 

大
正
九
年
九
月
八
日
印
刷
︑
同
年
九
月
二
〇
日
発
行
︒
縦
一
八
・
九×

横
一
三
・
一
セ
ン
チ
︑
発
行
者
︑
松
本
貞
雄
︵
東
京
市
赤
坂
区
︶︑

印
刷
者
︑
高
嶺
繁
太
郎
︵
東
京
市
小
石
川
区
︶︒
発
兌
﹁
名
作
人
情
文
庫
刊
行
会
﹂
は
所
在
地
を
東
京
市
芝
区
今
入
町
一
二
に
置
く
︒
同
一

の
番
地
に
︑
発
行
者
の
松
本
貞
雄
に
関
係
す
る
と
思
し
い
松
本
書
院
が
所
在
し
︑
原
昌
通
﹃
波
瀾
重
畳
幕
末
明
治
大
正
史
﹄︵
一
九
二
一
︶

な
ど
の
歴
史
書
を
発
行
し
て
い
る
︒ 

訳
者
の
中
内
蝶
二
︵
一
八
七
五―

一
九
三
七
︶
は
高
知
県
出
身
の
小
説
家
・
劇
作
家
︒﹁
名
作
人
情
文
庫
﹂
に
は
中
内
訳
の
も
の
に
﹃
新

訳
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄︵
一
九
二
〇
・
七
︶︑﹃
新
訳
偽
紫
田
舎
源
氏
﹄︵
一
九
二
〇
・
一
二
︶
が
あ
る
ほ
か
︑
田
村
西
男
訳
﹃
新
訳
西
鶴
五

人
女
﹄︵
一
九
二
〇
・
六
︶︑
田
村
西
男
校
訂
・
松
本
春
浪
訳
﹃
新
訳
い
ろ
は
文
庫
﹄︵
一
九
二
〇
・
八
︶︑
田
村
西
男
訳
﹃
新
訳
賣
色
安
本

丹
﹄︵
一
九
二
〇
・
一
二
︶︑
田
村
西
男
訳
﹃
新
訳
浮
世
床
古
今
百
馬
鹿
﹄︵
一
九
二
〇
︶
も
あ
る
︒
な
お
︑
中
内
と
田
村
は
共
編
で
﹃
日
本

音
曲
全
集
﹄
を
﹁
日
本
音
曲
全
集
刊
行
会
﹂
よ
り
刊
行
し
て
い
る
︒ 

序
文
に
は
︑﹁
江
戸
時
代
に
於
け
る
人
情
本
の
白
眉
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
梅
ご
よ
み
で
あ
る
﹂
と
作
品
選
択
の
理
由
を
述
べ
る
が
︑
訳

の
方
針
は
明
確
に
は
示
さ
れ
な
い
︒
た
だ
し
︑
訳
者
は
異
な
る
も
の
の
︑
同
シ
リ
ｰ
ズ
の
﹃
新
訳
西
鶴
五
人
女
﹄
序
文
に
は
﹁
此
書
は
其

新
訳
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
︑由
来
此
書
は
其
妙
文
を
以
て
徳
川
時
代
に
於
け
る
軟
文
学
の
精
粋
と
称
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑

之
を
新
訳
す
る
に
方
つ
て
も
︑
全
然
現
代
語
に
代
へ
る
こ
と
を
せ
ず
︑
成
る
べ
く
原
文
の
妙
を
保
存
し
︑
其
難
解
を
認
む
る
点
の
み
を
改

む
る
に
止
め
た
の
で
あ
る
︒﹂
と
あ
り
︑
中
内
訳
の
﹃
新
訳
東
海
道
中
膝
栗
毛
﹄
の
序
文
に
は
﹁
篇
中
の
方
言
俚
語
に
至
つ
て
は
︑
作
者
の

最
も
意
を
用
ひ
た
所
で
あ
り
︑
且
当
時
の
風
を
知
る
の
便
と
な
る
を
以
て
原
本
の
儘
に
保
存
す
る
こ
と
ゝ
し
た
︒﹂
と
あ
る
︒
本
書
も
同
様

の
方
針
の
よ
う
で
︑
三
種
の
新
訳
の
中
で
最
も
改
変
が
少
な
い
︒ 

 

三 

四
本
の
対
照 

少
々
長
く
な
る
が
︑
冒
頭
部
を
対
象
と
し
て
原
作
と
新
訳
を
対
照
し
て
示
す︵5

︶

︒ 
 

☆
︵
末
尾
の
表
︶ 

 

例
え
ば
Ａ
本
は
︑
⑩
﹁
知
れ
め
へ
か
﹂→

﹁
知
れ
な
い
か
﹂︑
⑮
﹁
～
こ
と
で
も
ね
へ
が
﹂→

﹁
～
な
こ
と
も
な
い
が
﹂︑
⑯
﹁
聞
て
へ

こ
と
﹂→

﹁
聞
き
た
い
こ
と
﹂
な
ど
︑
江
戸
語
の
い
わ
ゆ
る
連
母
音
音
訛
を
忌
避
し
て
二
重
母
音
へ
と
戻
す
傾
向
に
あ
り
︑
Ｂ
本
も
同
様
︑

⑩
﹁
知
れ
め
へ
か
﹂→

﹁
知
れ
ま
い
か
﹂︑
⑮
﹁
～
こ
と
で
も
ね
へ
が
﹂→

﹁
～
で
も
な
い
が
﹂︑
⑯
﹁
聞
て
へ
こ
と
﹂→

﹁
訊
き
た
い
事
﹂

と
す
る
点
で
同
様
の
方
向
性
を
持
つ
が
︑
⑧
﹁
米
八
ぢ
や
ね
へ
か
﹂︑
⑮
﹁
ふ
さ
い
で
な
ら
ね
へ
﹂
の
よ
う
に
︑
ナ
イ
系
に
お
い
て
は
そ
れ

を
保
持
す
る
箇
所
も
あ
る
︒
Ｃ
本
は
Ａ
・
Ｂ
本
で
見
ら
れ
た
箇
所
も
含
め
︑
⑨
﹁
夢
ぢ
や
ア
ね
へ
か
﹂︑
⑩
﹁
知
れ
め
え
か
﹂︑
⑮
﹁
～
こ

と
で
も
ね
え
が
﹂
と
原
作
そ
の
ま
ま
で
あ
り
︑
Ａ
本
・
Ｂ
本
が
言
文
一
致
体
に
訳
す
地
の
文
も
︑
文
語
体
ら
し
さ
を
残
す
︒
そ
の
他
︑
Ａ

本
は
呼
び
か
け
の
﹁
少
し
﹂
を
①
﹁
す
こ
し
御
免
な
さ
い
ま
し
〳
〵
﹂→

﹁
ち
よ
い
と
御
免
な
さ
い
﹂
と
し
︑
現
在
以
前
を
指
す
⑮
﹁
十

五
六
日
跡
﹂
を
﹁
二
週
間
ば
か
り
前
﹂
と
す
る
な
ど
︑
積
極
的
に
書
き
換
え
を
行
う
︒
後
発
の
Ｃ
本
の
改
変
は
む
し
ろ
少
な
く
︑
Ｂ
本
は

Ａ
本
と
Ｃ
本
の
中
間
に
位
置
す
る
と
言
え
る
︒
同
じ
﹁
新
訳
﹂
の
名
を
冠
す
る
作
品
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
訳
の
傾
向
に
は
グ
ラ
デ
ｰ
シ
ｮ

ン
が
存
す
る
よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
度
合
い
の
差
は
必
ず
し
も
新
訳
が
行
わ
れ
た
時
期
と
は
一
致
し
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま

え
︑
次
節
で
は
意
志
・
推
量
の
諸
形
式
を
ケ
ｰ
ス
ス
タ
デ
ｨ
と
し
て
︑
改
変
の
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
Ｃ
本
を
除
き
︑
Ａ
本
・
Ｂ
本
に
絞
っ
て

新
訳
の
問
題
と
資
料
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒ 

 



四 

新
訳
作
品
に
お
け
る
意
志
・
推
量
形
式 

四
・
一 
ウ
と
ダ
ロ
ウ 

か
つ
て
意
志
と
推
量
の
両
方
の
機
能
を
担
っ
た
助
動
詞
ム
は
︑
現
代
語
に
至
る
過
程
で
意
志
専
用
の
形
式
と
な
り
︑
推
量
を
近
世
後
期

に
成
立
し
た
ダ
ロ
ウ
と
分
担
す
る
よ
う
に
な
る
︒こ
の
分
担
・
交
替
は
一
律
に
進
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑近
世
後
期
に
お
い
て
は
ア
ル
・

ナ
ル
以
外
の
動
詞
は
ダ
ロ
ウ
に
︑
ア
ル
・
ナ
ル
・
形
容
詞
︵
形
容
詞
型
の
活
用
語
含
む
︶・
タ
は
ウ
に
偏
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
︵
中

村
一
九
四
八
︑
原
口
一
九
七
三
︑
鶴
橋
二
〇
一
三
︶︑
新
訳
二
種
は
そ
の
傾
向
を
よ
く
示
す
︒
次
例

（1a）
は
︑
原
作
の
タ
ロ
ウ
を
Ａ
本
・
Ｂ

本
と
も
に
タ
デ
シ
ｮ
ウ
に
置
き
換
え
︑

（1b）
は
Ａ
本
の
み
が
タ
ロ
ウ
を
書
き
換
え
る
例
で
あ
る
︒ 

（1） 

ａ
．
蝶
﹁
姉
さ
ん
気
色
は
何
と
も
な
い
か
へ
帰
り
が
い
つ
も
よ
り
お
そ
か
つ
た
ろ
う
ネ 

︵
三
編
巻
八
・
一
二
ウ
︶ 

→

﹃
姉
さ
ん
只
今
︑
帰
り
が
何
時
も
よ
り
遅
か
つ
た
で
せ
う
﹄ 

︵
Ａ
本
・
一
三
三
︶ 

→

﹃
姐
さ
ん
只
今
︑
帰
り
が
平
素
よ
り
遅
か
つ
た
で
せ
う
﹄ 

︵
Ｂ
本
・
一
六
八
︶ 

ｂ
．
由
﹁
モ
ウ
﹇
風
呂
が
﹈
明
き
ま
し
た
ろ
う 

︵
三
編
巻
八
・
二
オ
︶ 

→

﹃
も
う
い
ゝ
で
せ
う
︑
悪
く
す
る
と
腫
眼
縁
の
芸
者
が
︑…

 

︵
Ａ
本
・
一
二
〇
︶ 

→

﹃
も
う
沸
き
ま
し
た
ら
う
︑
だ
が
女
湯
は
ま
だ
沸
き
ま
す
ま
い
か
ら
︑…

 

︵
Ｂ
本
・
一
五
〇
︶ 

 

同
様
に
形
容
詞
＋
ウ
も
︑
一
律
に
ダ
ロ
ウ
に
置
き
換
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
何
ら
か
の
形
で
改
変
が
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
︒ 

（2） 

ａ
．
由
﹁…

何
か
の
容
子
は
お
ま
へ
が
直
に
た
づ
ね
て
来
た
が
よ
か
ら
う
と
い
は
れ
て…

 

︵
二
編
巻
五
・
七
ウ
︶ 

→

﹃…

又
詳
し
い
事
は
お
前
が
直
に
聞
い
て
来
た
方
が
可
い
わ
︒﹄ 

︵
Ａ
本
・
九
一
︶ 

→

﹃…

翌
日
に
な
つ
た
ら
早
速
丹
さ
ん
の
処
を
訪
ね
て
見
る
が
い
ゝ
よ
︑
分
別
は
そ
れ
か
ら
さ
︒﹄ 

︵
Ｂ
本
・
一
〇
四
︶ 

ｂ
．
丹
﹁
サ
ア
ま
た
あ
ん
ま
り
お
そ
く
な
ツ
た
ら
わ
る
か
ら
ふ 

︵
初
編
巻
三
・
一
八
オ
︶ 

→

﹃
さ
ア
遅
く
な
る
と
不
可
な
い
よ
﹄ 

︵
Ａ
本
・
六
一
︶ 

→

﹃
さ
あ
余
ん
ま
り
遅
く
な
る
と
い
け
ま
い
か
ら
︑
も
う
帰
る
と
し
よ
う
よ
︒﹄ 

︵
Ｂ
本
・
六
八
︶ 

ｃ
．
か
げ
八
﹁…

お
い
ら
ん
が
な
ん
ぼ
朝
お
そ
く
ツ
て
も
お
ひ
も
じ
か
ろ
う 

︵
四
編
巻
一
二
・
一
二
ウ
︶ 

→

﹃…

花
魁
は
何
程
朝
が
遅
く
つ
て
も
︑
お
腹
が
空
き
な
さ
つ
た
で
せ
う
﹄ 
︵
Ａ
本
・
二
一
一
︶ 

→

﹃…

花
魁
が
い
く
ら
朝
遅
く
つ
て
も
︑
嘸
お
腹
が
空
い
た
ら
う
に…

…

﹄ 

︵
Ｂ
本
・
二
五
八
︶ 

 

原
作
と
新
訳
と
を
一
対
一
で
対
照
可
能
な
例
に
限
定
し
︑原
作
に
お
け
る
動
詞
＋
ウ
︑形
容
詞
＋
ウ
︑タ
ロ
ウ
︑マ
イ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
︑

Ａ
本
・
Ｂ
本
が
ど
の
よ
う
に
改
変
す
る
か
︵
も
し
く
は
し
な
い
か
︶
を
集
計
し
︑
次
表
一
に
示
す
︒
例
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
た
め
明
確

な
差
は
出
な
い
が
︑
前
節
に
見
た
傾
向
に
沿
い
︑
Ａ
本
が
Ｂ
本
よ
り
も
多
く
ダ
ロ
ウ
に
置
き
換
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
︒ 

 

四
・
二 

ダ
ロ
ウ
と
ノ
ダ
ロ
ウ 

近
世
後
期
の
ダ
ロ
ウ
は
一
般
的
な
推
量
と
原
因
推
量
の
両
方
を
表
し
得
た
︵
土
屋
一
九
九
三
︶
が
︑
文
政
期
以
後
に
新
た
に
成
立
し
た

ノ
ダ
ロ
ウ
が
そ
の
領
域
に
進
出
す
る
こ
と
で
︑
次
第
に
一
般
的
な
推
量
の
み
に
機
能
が
縮
小
し
て
い
く
︵
青
木
二
〇
一
七
︶︒
原
作
の
梅
暦

は
ち
ょ
う
ど
そ
の
過
渡
期
に
あ
り
︑
春
水
は
理
由
に
対
す
る
疑
問
に
﹁
な
ぜ
～
だ
ろ
う
﹂
と
﹁
な
ぜ
～
の
だ
ろ
う
﹂
を
併
用
す
る
︵
鶴
橋

一
九
九
八
︶︒次
例

（3a）
で
は
︑Ａ
本
は
原
作
に
お
け
る
原
因
推
量
の
ダ
ロ
ウ
を
ノ
ダ
ロ
ウ
に
す
る
一
方
で
Ｂ
本
は
ウ
の
ま
ま
保
持
し
︑

（3b）

（3c）
は
Ａ
本
・
Ｂ
本
と
も
に
ノ
ダ
ロ
ウ
類
に
改
変
す
る
︒ 



 

（3） 

ａ
．
よ
ね
﹁
ほ
ん
に
の
ふ
堪
忍
し
ね
へ
面
目
な
い
が
な
ぜ
こ
ん
な
に
迷
つ
た
ろ
う 

︵
二
編
巻
四
・
七
オ
︶ 

→

﹃
堪
忍
し
て
ね
︑
す
ま
な
い
が
ど
う
し
て
此
様

こ
ん
な

に
迷
つ
た
ん
だ
ら
う
﹄ 

︵
Ａ
・
七
二
︶ 

→

﹃
堪
忍
し
て
お
く
れ
︑
ね
エ
梅
次
さ
ん
︑
何
故
私
き
ア
こ
ん
な
に
迷
つ
た
ら
う
︒﹄ 

︵
Ｂ
・
七
九
︶ 

ｂ
．
よ
ね
﹁
お
ま
は
ん
マ
ア
な
ぜ
こ
ん
な
に
は
か
ね
へ
身
の
う
へ
に
な
ら
し
つ
た
ら
ふ
ね
へ 
︵
初
編
巻
一
・
一
二
ウ
︶ 

→

﹃
貴
方
は
何
故
こ
ん
な
に
果
敢
な
い
身
の
上
に
な
つ
た
ん
で
せ
う
ね
え
﹄ 
︵
Ａ
・
一
二
︶ 

→

﹃
お
前
様
︑
飛
ん
だ
不
仕
合
せ
と
云
ひ
な
が
ら
︑
ど
う
し
て
斯
ん
な
身
の
上
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
？
﹄ 
︵
Ｂ
・
一
八
︶ 

ｃ
．
蝶
﹁
お
い
ら
ん
ヱ
な
ぜ
マ
ア
私
は
こ
の
や
う
に
苦
労
症
で
あ
り
ま
す
だ
ろ
う
ね
へ 

︵
四
編
巻
一
二
・
一
七
ウ
︶ 

→

﹃
花
魁
︑
ど
う
し
て
私
は
こ
ん
な
に
苦
労
性
な
ん
で
せ
う
ね
え
︑ 

︵
Ａ
・
二
一
九
︶ 

→

﹃
花
魁
︑
何
故
私
は
斯
う
苦
労
性
に
生
れ
付
い
た
の
で
せ
う
ね
︑ 

︵
Ｂ
・
二
六
四
︶ 

 

四
・
三 

ヨ
ウ
ダ
と
ソ
ウ
ダ 

現
代
語
に
お
け
る
終
止
形
接
続
の
ソ
ウ
ダ
は
﹁
天
気
予
報
に
よ
れ
ば
明
日
は
雨
が
降
る
そ
う
だ
﹂
の
如
く
︑
外
部
か
ら
得
た
情
報
に
基

づ
く
伝
聞
を
表
す
が
︑
近
世
に
お
い
て
は
推
定
の
機
能
も
持
ち
合
わ
せ
る
︵
岡
部
二
〇
〇
二
︶︒

（4a）
は
外
か
ら
入
っ
て
く
る
煙
を
感
知
し

て
そ
れ
を
根
拠
と
し
つ
つ
︑
そ
の
出
処
と
し
て
鰻
を
沢
山
﹁
焼
く
そ
う
だ
﹂
と
推
定
し
︑

（4b）
は
や
つ
れ
た
花
魁
を
見
て
︑
そ
の
原
因
を

﹁
苦
労
を
さ
し
っ
た
そ
う
で
﹂
と
推
定
す
る
︒
現
代
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
︑﹁
焼
い
て
い
る
よ
う
だ
﹂﹁
苦
労
を
な
さ
っ
た
よ
う
で
﹂
と
あ
り

た
い
例
で
あ
る
が
︑
新
訳
で
は
Ａ
本
・
Ｂ
本
と
も
に
ソ
ウ
ダ
を
用
い
て
い
な
い
︒ 

 

（4） 

ａ
．
丹
﹁…

そ
り
や
ア
い
ゝ
が
た
い
そ
ふ
烟
る
︒
出
前
で
も
沢た

ん

山と

焼や
く

そ
ふ
だ
︒
ど
ふ
も
素
焼

し
ら
や
き

の
匂
ひ
が
き
ら
ひ
だ
︒ 

 
 

︵
初
編
巻
三
・
一
六
ウ
︶ 

→

﹃…

そ
れ
は
そ
う
と
馬
鹿
に
烟
む
る
ね
︑
ど
う
も
素
焼
の
匂
ひ
は
恐
れ
る
よ
﹄ 

︵
Ａ
・
六
〇
︶ 

→

﹃…

ほ
い
話
に
夢
中
に
な
つ
て
烟
の
上
つ
て
く
る
の
も
知
ら
な
か
つ
た
︒オ
レ
は
ど
う
云
ふ
訳
か
鰻
が
好
き
で
ゐ
な
が
ら
︑

表 1 ダロウへの改変 
  A本 B本 
  対応箇所あり 

なし 
対応箇所あり 

なし 
  改変あり なし 改変あり なし 

タロウ 

タデショウ（3）、タノ
ダロウ（3）、タカシレ
ナイ類（2）、デショウ
（1）、タノデショウ
（1） 

3 3 
タデショウ（3） 
タノダロウ（2） 
タカシレナイ
類（2） 

6 3 

形
容
詞
ウ 

ヨイ イイ（2）、 
イイデショウ（2） 3 0 イイ（1）、 

イイダロウ（1） 2 3 

ヨイ
以外 

タデショウ（1）、 
ゴザイマショウ（1）、 
イケナイ（1） 

3 4 
デショウ（1）、 
タロウ（1）、 
マイ（1） 

3 4 

マイ 

ナイ（8）、 
ナイデショウ（2）、 
マセン（1）、ナカロウ
（1）、ナイダロウ（1）、
アルモノカ（1） 

26 6 

ナイ（4）、マセ
ン（2）、ナイダ
ロウ（2）、ナイ
デショウ（1） 
 

22 14 

 



ど
う
も
此
素
焼
の
匂
ひ
が
大
嫌
ひ
さ
︑ 

︵
Ｂ
・
六
六
︶ 

ｂ
．
蝶
﹁
ヲ
ヤ
〳
〵
お
い
ら
ん
か
へ 

ど
う
し
て
マ
ア
こ
こ
へ 

ヲ
ヤ
い
つ
そ
苦
労
を
さ
し
つ
た
そ
う
で
お
や
せ
な
は
い
ま
し
た

は 

︵
四
編
巻
一
二
・
一
七
ウ
︶ 

→

﹃
あ
ら
ｯ
︑
花
魁
︑
ど
う
し
て
ま
ア
此
所

こ
つ
ち

に…
…

い
つ
そ
苦
労
を
な
す
つ
た
と
見
え
て
︑
お
や
つ
れ
な
す
つ
た
の
ね
え
﹄

 

︵
Ａ
・
二
一
九
︶ 

→

﹃
お
や
つ
︑
花
魁
か
へ
ど
う
し
て
ま
あ…

…

和お

女ま

は
ん
も
苦
労
し
た
と
見
え
て
大
層
お
痩
せ
な
さ
い
ま
し
た
ね
︒﹄ 

 

︵
Ｂ
・
二
六
三
︶ 

ソ
ウ
ダ
が
現
代
語
と
異
な
る
一
方
で
︑
江
戸
語
の
ヨ
ウ
ダ
も
現
代
語
と
は
異
な
り
︑﹁
自
分
が
そ
う
い
う
気
が
す
る
と
い
う
意
味
﹂︵
湯

澤
一
九
五
四
：
四
九
八
︶︑﹁
話
し
手
の
内
的
感
覚
﹂︵
岡
部
二
〇
〇
二
・
二
〇
一
一
︶
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
次
例
の
﹁
目
が
回

る
よ
う
だ
﹂
は
︑
現
代
語
の
ヨ
ウ
ダ
の
感
覚
に
は
合
わ
ず
︑
連
用
形
接
続
の
ソ
ウ
ダ
で
﹁
目
が
回
り
そ
う
だ
﹂
と
述
べ
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
︒ 

 

（5） 

ア
ヽ
な
ん
ま
い
だ
〳
〵
︒
目
が
ま
は
る
よ
ふ
だ
︒ 

︵
東
海
道
中
膝
栗
毛
・
岡
部
二
〇
一
一
・
一
九
九
頁
︶ 

前
節
に
示
し
た
冒
頭
部
の
⑫
﹁
胭
が
ひ
ツ
つ
く
よ
ふ
だ
ト
い
ひ
な
が
ら
そ
ば
へ
す
は
り
﹂
も
こ
の
類
で
あ
り
︑
Ａ
本
は
こ
れ
を
﹁
咽
が
ひ

ｯ
つ
き
さ
う
な
の
よ
﹂
と
し
︑
Ｂ
本
は
こ
の
箇
所
を
削
除
す
る
︒
原
作
中
に
は
同
様
の
例
が
他
に
五
例
存
し
︑
特
に
Ａ
本
は
こ
の
﹁
内
的

感
覚
﹂
の
ヨ
ウ
ダ
を
全
て
忌
避
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒ 

 

（6） 

ａ
．
丹
﹁
な
ん
だ
か
心
ぼ
そ
く
な
つ
て
ど
ふ
も
皈
し
と
も
ね
へ
よ
う
だ
が
︒
ど
ふ
し
て
も
帰
ら
ざ
あ
な
る
め
へ
の
ウ 

 
 

︵
初
編
巻
一
・
一
七
オ
︶ 

→

﹃
何
だ
か
心
細
く
な
つ
て
︑
ど
う
も
帰
し
た
く
な
い
が
﹄ 

︵
Ａ
・
一
八
︶ 

→

﹃
何
ん
だ
か
心
細
く
な
つ
て
︑
ど
う
も
帰
し
た
く
ね
へ
が
︑
と
云
つ
て
帰
ら
ざ
あ
な
る
め
へ
し…

…

﹄ 

︵
Ｂ
・
二
五
︶ 

ｂ
．
丹
﹁
な
に
か
ま
だ
用
が
あ
る
や
う
だ
ツ
け
︒
イ
ヤ
い
ゝ
〳
〵
急
で
行
な
ヨ 

︵
初
編
巻
一
・
一
九
オ
︶ 

→

﹃
何
か
云
ひ
残
し
た
事
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
ね
へ
︑
い
や
何
ん
に
も
な
か
つ
た
︑
で
は
急
い
で
行
き
な
よ
︒﹄ 

 

︵
Ｂ
・
二
八
︑
Ａ
本
対
応
な
し
︶ 

ｃ
．
丹
﹁
ナ
ニ
宅
か 

家
は
も
ふ
宅
と
い
ふ
名
ば
か
り
で
︒
は
な
す
も
外
聞
が
わ
り
い
よ
ふ
だ 

︵
初
編
巻
三
・
一
三
ウ
︶ 

→

﹃
宅う

ち

か
い…

…

宅う
ち

は
ほ
ん
の
名
ば
か
り
で
︑
所
詮
お
話
に
な
ら
な
い
よ
﹄ 
︵
Ａ
・
五
六
︶ 

→

﹃
家
か
へ
︑
家
と
云
つ
て
も
名
計
り
で
︑
話
す
も
外
聞
が
悪
い
や
う
だ
︒﹄ 

︵
Ｂ
・
六
二
︶ 

ｄ
．
長
﹁
イ
ヽ
ヱ
泣
は
し
ま
せ
ん
ヨ 

丹
﹁
そ
れ
で
も
ど
ふ
も
お
か
し
い
よ
ふ
だ
︒
サ
ア
㒵
を
ふ
き
な 

 

 

︵
初
編
巻
三
・
一
八
オ
︶ 

→

﹃
泣
い
て
や
し
な
い
わ
﹄﹃
だ
つ
て
お
か
し
い
ぢ
や
な
い
か
﹄ 

︵
Ａ
・
六
一
︶ 

→

﹃
い
ゝ
え
︑
泣
き
は
し
ま
せ
ん
よ
︒﹄﹃
何
か
感
違
ひ
で
も
し
て
ゐ
る
と
見
え
る
︑
見
つ
と
も
な
い
︑
顔
を
拭
き
な
︒﹄ 

 

︵
Ｂ
・
六
八
︶ 

ｅ
．
長
﹁…

そ
れ
だ
け
れ
ど
今
夜
の
よ
う
な
︒
そ
ふ
〴
〵
し
い
お
座
敷
で
は
︒
義
太
夫
は
ど
ふ
も
じ
れ
つ
た
い
や
う
で
あ
り
ま

す
ヨ
ト
︒ 

︵
三
編
巻
七
・
八
オ
︶ 

→

﹃…

今
夜
の
や
う
な
︑
騒
々
し
い
お
座
敷
で
は
︑
義
太
夫
は
だ
め
よ
﹄ 

︵
Ａ
・
一
一
八
︑
Ｂ
本
対
応
な
し
︶ 

 

四
・
四 

意
志
の
ウ
と
従
属
節 

現
代
語
に
お
い
て
︑
南
︵
一
九
九
三
︶
が
Ｃ
類
従
属
節
と
し
た
ガ
・
カ
ラ
・
ケ
レ
ド
・
シ
は
︑
い
ず
れ
も
ウ
・
マ
イ
・
ダ
ロ
ウ
を
包
含

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
の
ウ
・
マ
イ
は
推
量
の
場
合
に
限
ら
れ
︑
話
者
の
意
志
を
示
す
場
合
に
は
生
起
し
得
な
い
︒
一
方
江
戸
語
に

お
い
て
は
次
例

（8）
の
よ
う
に
︑
意
志
の
ウ
を
包
含
す
る
例
が
見
ら
れ
る
︵
北
﨑
二
〇
一
九
︶︒ 



 

（7） 
ａ
．
＊
明
日
は
頑
張
ろ
う
が
︑
明
後
日
は
頑
張
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
︒ 

ｂ
．
＊
明
日
は
頑
張
ろ
う
か
ら
︑
今
日
は
も
う
休
も
う
︒ 

 

（8） 

ａ
．
綱 
ほ
ん
に
あ
の
時
は
わ
つ
ち
も
い
つ
そ
酔
い
し
た
よ 

三 

そ
ん
な
ら
ち
つ
と
つ
ぎ
ん
し
よ
う
か
ら
出
し
な
ん
し 

 
 

︵
甲
駅
新
話
・
北
﨑
二
〇
一
九
・
一
四
頁
︶ 

ｂ
．
今
日
の
働
き
︐
半
日
払
ひ
に
せ
う
け
れ
ど
．
な
ま
な
か
半
手
間
取
ら
う
よ
り
︐
頼
み
の
祝
に
皆
進
上
に
さ
つ
し
や
れ
と
．

お
内
儀
様
の
言
渡
し
と
︐ 

︵
薩
摩
歌
・
北
﨑
二
〇
一
九
・
一
四
頁
︶ 

（9）
に
示
す
よ
う
に
︑
大
正
・
昭
和
に
入
っ
て
も
意
志
の
ウ
＋
従
属
節
の
例
は
容
易
に
拾
え
る
た
め︵6

︶

︑
い
つ
頃
現
代
と
同
様
の
制
約
が

生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
単
に
近
代
語
の
用
例
を
縦
に
並
べ
る
だ
け
で
は
解
決
し
に
く
い
︒
新
訳
で
は
基
本
形
な
ど
に
置
き
換
え
る

こ
と
で
こ
の
ウ
を
避
け
る
意
識
が
明
確
に
認
め
ら
れ
︑
話
者
に
よ
っ
て
は
こ
の
時
期
に
既
に
違
和
感
の
あ
る
表
現
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

（9） 

ａ
．
大
神
は
︑﹁
そ
れ
で
は
︑
明
日
お
供
を
し
て
海
ば
た
へ
来
る
が
よ
い
︒
名
を
取
り
か
え
て
く
だ
さ
っ
た
お
礼
を
上
げ
よ
う
か

ら
﹂
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
︒ 

︵
鈴
木
三
重
吉
﹇
一
八
八
二
生
﹈
古
事
記
物
語
﹇
一
九
二
〇
﹈︶ 

ｂ
．
さ
︑
ひ
と
つ
つ
い
で
に
︑
背
中
を
流
し
て
あ
げ
よ
う
か
ら
︑
そ
の
手
拭
を
こ
っ
ち
へ
お
出
し 

 

︵
邦
枝
完
二
﹇
一
八
九
二
生
﹈
お
せ
ん
﹇
一
九
三
四
﹈︶ 

ｃ
．
私
に
少
し
も
関
係
の
な
い
者
な
ら
そ
り
ゃ
観
て
も
や
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
何
分
に
も
私
に
関
係
し
て
居
る
事
で
︑
も
し
そ
の

易
が
こ
こ
に
留
っ
て
よ
い
と
い
う
事
が
出
る
と…

 

︵
河
口
慧
海
﹇
一
八
六
六
生
﹈
チ
ベ
ｯ
ト
旅
行
記
﹇
一
九
〇
四
初
出
﹈︶ 

ｄ
．﹁
マ
ア
途
方
も
な
い
！ 

せ
め
て
十
両
ぐ
ら
ゐ
な
ら
私
も
買
つ
て
み
よ
う
け
れ
ど…

…

﹂ 
 

︵
宮
原
晃
一
郎
﹇
一
八
八
二
﹈
竜
宮
の
犬
﹇
一
九
二
三
﹈︶ 

 

（10） 

ａ
．
丹
﹁
マ
ア
今
に
く
わ
し
く
咄
そ
う
が
お
め
へ
は
兎
も
角
も
梅
次
さ
ん
に
は
や
く
酒
で
も 

︵
二
編
巻
四
・
二
ウ
︶ 

→

﹃
追
々
と
委
し
く
話
す
が
︑
梅
ち
や
ん
に
早
く
一
杯…

…

﹄ 

︵
Ａ
・
六
五
︶ 

→

﹃
ま
あ
俺
か
ら
詳
し
く
話
す
が
︑
兎
も
角
梅
次
さ
ん
に
早
く
酒
で
も…

…

﹄ 

︵
Ｂ
・
七
三
︶ 

ｂ
．
長
﹁
ず
い
ぶ
ん
お
客
を
大
切
に
勤
め
て
浄
璃
理
を
精
出
し
ま
せ
う
が
ど
ふ
ぞ
旦
那
を
と
る
の
左
文
太
さ
ま
の
お
世
話
に
な

る
の
と
い
ふ
事
は
堪
忍
し
て
お
く
ん
な
さ
い
ヨ 

︵
二
編
巻
六
・
一
四
ウ
︶ 

→

﹃
お
座
敷
は
大
切
に
勤
め
て
︑
語
り
物
を
精
出
し
て
も
︑
ど
う
ぞ
旦
那
を
取
る
の
︑
古
鳥
様
の
お
世
話
に
な
る
の
と
い
ふ

事
丈
は
︑
堪
忍
し
て
下
さ
い
ま
し
﹄ 

︵
Ａ
・
一
〇
九
︶ 

→

﹃…

随
分
お
客
を
大
事
に
稽
古
に
精
出
し
ま
す
か
ら
︑
ど
う
ぞ
旦
那
取
り
を
す
る
事
や
︑
左
門
太
様
の
お
世
話
に
な
る
事

丈
は
︑
堪
忍
し
て
お
く
ん
な
さ
い
よ
︒﹄ 

︵
Ｂ
・
一
三
一
︶ 

ｃ
．
文
﹁
藤
さ
ん
か 

ナ
ニ
今
日
は
も
う
寄
も
な
さ
る
め
へ 

も
し
お
出
な
す
つ
た
ら
い
い
や
う
に
い
は
ふ
か
ら
マ
ア
帰
ん
な
せ

へ 

︵
二
編
巻
四
・
一
七
ウ
︶ 

→

﹃
藤
さ
ん
な
ら
︑
今
日
は
も
う
お
出
は
な
か
ら
う
︑
も
し
お
寄
り
な
す
つ
た
ら
︑
何
と
か
何
し
て
置
く
か
ら
︑
一
先
づ
お

開
き
と
し
た
方
が
可
い
﹄ 

︵
Ａ
・
八
三
︑
Ｂ
本
対
応
な
し
︶ 

ｄ
．
由
﹁…

そ
の
内
藤
さ
ん
が
お
出
な
ら
お
ま
へ
の
お
咄
し
を
い
た
そ
う
が
お
ま
へ
の
お
宅
は
ど
ち
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
か 

 

︵
四
編
巻
一
〇
・
四
オ
︶ 

→

﹃…

そ
の
内
藤
さ
ん
が
お
見
え
で
し
た
ら
︑
お
前
さ
ん
の
咄
を
し
ま
す
か
ら
お
宅
は
ど
こ
な
ん
で
す
﹄
︵
Ａ
・
一
五
九
︶ 

→

﹃…

其
中
藤
さ
ん
が
お
出
で
な
ら
︑
貴
方
の
親
切
を
よ
く
話
し
て
置
き
ま
す
︑
あ
の
お
宅
は
何
処
で
す
へ
︒﹄ 

 

︵
Ｂ
・
二
〇
四
︶ 

 



四
・
五 
推
量
と
デ
ハ
ナ
イ
カ 

デ
ハ
ナ
イ
カ
は
中
世
末
期
に
成
立
し
た
︑
否
定
疑
問
の
複
合
形
式
の
一
つ
で
あ
り
︑
江
戸
語
で
は
特
に
﹁
既
定
事
実
の
確
認
﹂
に
使
用

が
偏
る
︵
矢
島
二
〇
一
六
︶︒
江
戸
語
で
は
デ
ハ
ナ
イ
カ
類
に
推
量
形
式
が
前
接
す
る
こ
と
が
あ
る
︵
湯
沢
一
九
五
四
︶
が
︑
こ
れ
を
現
代

語
に
そ
の
ま
ま
﹁
だ
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
直
訳
す
る
と
違
和
感
が
残
る
︒ 

 

（11） 

ａ
．
私
し
や
近
頃
此
お
内
へ
来
た
も
の
を
︑
知
ら
な
い
筈
だ
ら
う
じ
や
ア
な
い
か 

 
 

︵
い
ろ
は
文
庫
・
湯
澤
一
九
五
四
・
二
八
五
頁
︶ 

ｂ
．
何
も
そ
ん
な
に
怖
い
訳
は
あ
る
め
へ
じ
や
ア
ね
へ
か 

︵
花
筐
・
湯
澤
一
九
五
四
・
二
八
五
頁
︶ 

 
 

﹁
さ
あ
︑
行
こ
う
で
は
な
い
か
﹂
の
よ
う
な
勧
誘
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
デ
ハ
ナ
イ
カ
へ
の
ウ
の
接
続
が
容
認
さ
れ
る
こ
と
も
踏
ま
え
る

と
︑
ダ
ロ
ウ
の
意
味
が
近
代
以
降
に
確
認
要
求
に
偏
っ
て
い
く
︵
土
岐
二
〇
一
〇
・
白
岩
二
〇
一
五
︶
た
め
に
︑
確
認
要
求
を
表
す
ジ
ｬ

ナ
イ
カ
に
前
接
す
る
と
意
味
が
余
剰
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
も
前
項
同
様
︑
昭
和
期
に

至
っ
て
も
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
が
︑
新
訳
で
は
既
に
Ａ
本
・
Ｂ
本
と
も
に
推
量
の
ウ
・
マ
イ
と
デ
ハ
ナ
イ
カ
類
の
重
複
を
避
け
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
︒  

 

（12） 

ａ
．
文
﹁…

今
の
浮
世
で
藤
さ
ん
の
や
う
に
実
意
の
有
人
は
め
つ
た
に
は
あ
る
め
へ
じ
や
ア
ね
へ
か
︒
と
い
つ
て
手
め
へ
の
田

へ
水
を
引
や
う
な
異
見
を
い
ふ
気
は
さ
ら
〳
〵
ね
へ 

ど
ふ
か
お
め
へ
の
身
の
立
や
う
又
藤
さ
ん
の
気
の
済
や
う
な
法
の
つ

け
や
う
が
有
ふ
じ
や
ア
ね
へ
か 

︵
二
編
巻
四
・
一
六
ウ
︶ 

→

﹃…

当
節
抦
藤
さ
ん
の
や
う
な
実
意
の
あ
る
人
は
先
づ
滅
多
に
あ
る
も
の
ぢ
や
な
い
よ
︑…

又
藤
さ
ん
の
気
の
済
む
や
う

な
段
取
り
が
あ
ら
う
と
い
ふ
も
の
ぢ
や
な
い
か
﹄ 

︵
Ａ
・
八
二
︶ 

→

﹃…

此
頃
の
客
種
で
︑
藤
兵
衛
さ
ん
の
や
う
に
実
意
の
あ
る
人
は
沢
山

た
ん
と

あ
る
め
へ
︑…

ど
う
か
し
て
藤
兵
衛
さ
ん
の
顔

も
立
ち
︑
和
女
の
義
理
も
立
つ
や
う
な
上
手
い
工
夫
が
あ
り
さ
う
な
も
の
だ
︒﹄ 

︵
Ｂ
・
九
一
︶ 

ｂ
．
く
ま…

﹁
コ
ウ
お
ば
さ
ん
く
は
し
い
わ
け
は
知
ら
ね
へ
が
こ
の
子
は
子
ど
も
の
こ
と
だ
か
ら
姉
御
と
や
ら
に
掛
合
て
連
て
行

な
す
つ
た
ら
よ
か
ろ
う
じ
や
ア
ね
へ
か 
︵
三
編
巻
八
・
六
オ
︶ 

→

﹃…

こ
の
娘
に
云
ふ
よ
り
︑
姉
と
や
ら
に
掛
合
つ
て
連
れ
て
行
き
な
す
つ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
﹄ 
︵
Ａ
・
一
二
三
︶ 

→

﹃…

一
応
姐
さ
ん
に
断
つ
て
連
れ
て
行
つ
た
ら
よ
か
ら
う
と
思
ふ
が…

…

﹄ 

︵
Ｂ
・
一
五
六
︶ 

 

五 

お
わ
り
に 

﹁
新
訳
﹂
を
題
に
冠
す
る
作
品
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
﹁
新
訳
﹂
の
度
合
い
に
は
︑
訳
者
ご
と
︑
訳
本
ご
と
の
訳
の
意
図
に
基
づ
く
差
異

が
あ
り
︑そ
れ
は
必
ず
し
も
新
訳
が
行
わ
れ
た
時
期
の
早
さ
と
は
一
致
し
な
い
︒梅
暦
の
三
種
の
新
訳
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
お
り
︑

そ
の
度
合
い
の
差
も
ま
た
擬
似
的
に
︑
史
的
変
遷
の
過
程
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
で
の
引
例
の
全
て

が
原
作
に
対
す
る
新
旧
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
︵
例
え
ば
︑
単
に
訳
者
の
気
ま
ぐ
れ
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
︶
が
︑﹁
新
訳
﹂
と
い
う
資
料
群
が
︑
量
的
な
観
点
か
ら
示
し
に
く
い
言
語
形
式
の
衰
退
の
過
程
を
質
的
に
明
ら
か
に
す
る
手
段

と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
現
代
語
と
そ
れ
以
前
と
の
対
照
に
よ
っ
て
新
た
な
問
題
意
識
が
浮
か
び
上
が
る
の
と
同
様
に
︑
二
時

代
間
の
比
較
を
通
し
て
新
た
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
資
料
群
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒ 

 

注 ︵
１
︶
国
会
図
書
館
蔵
本
に
は
付
箋
に
よ
る
修
正
が
あ
る
︒ 

︵
２
︶
小
泉
は
﹃
俳
諧
江
戸
調
﹄
序
文
で
熊
谷
を
﹁
無
漏
兄
﹂
と
呼
称
し
︑
一
方
の
熊
谷
は
凡
例
で
小
泉
を
﹁
小
泉
迂
外
君
﹂
と
す
る
ほ

か
︑
俳
人
岡
野
知
十
︵
一
八
六
〇
生
︶
を
﹁
先
生
﹂︑
堀
野
文
禄
︵
一
八
七
〇
生
︶
を
﹁
君
﹂
と
呼
ぶ
︒
ま
た
︑
桑
田
春
風
︵
一
八
七
七
生
︶



は
﹃
現
代
社
会
八
面
観
﹄︵
一
九
二
〇
︑
山
口
屋
書
店
︶
序
文
で
熊
谷
を
﹁
無
漏
君
﹂
と
呼
び
︑
熊
谷
は
﹃
芸
者
の
手
紙
﹄
序
文
で
桑
田
や

田
村
西
男
︵
一
八
七
九
生
︶︑
小
泉
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﹁
諸
先
生
﹂
と
す
る
︒﹃
新
訳
梅
ご
よ
み
﹄
凡
例
で
は
饗
庭
篁
村
︵
一
八
五
五
生
︶
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﹁
先
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版

元
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陽
吉
︵
一
八
九
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三
︑
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版
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︶
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︵
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内
藤
鳴
雪
︵
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野
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寧
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︵
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饗
庭
篁
村
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佐
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雪
︵
一
八
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笹
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風
︵
一
八
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諸
先
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﹂
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呼
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︒
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谷
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た
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︑
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わ
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で
は
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念
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︑
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生
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考
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︶
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書
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二
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介
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︶﹃
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世
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原
文
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︑
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逐
字
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︶
国
立
国
語
研
究
所
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テ
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ト
デ
ｰ
タ
︵https://dglb01.ninjal.ac.jp/ninjaldl/bunken.php?title=um
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︒﹁
狂
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﹂
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場
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収
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︵
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︑
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︒
版
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︑
本
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︶
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︶
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︶
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ト
す
こ
し
な
み
だ
ぐ
み
て
あ
は
れ

也 そ
れ
は
い
ゝ
が
手
め
へ
ま
ア
︑
ど

ふ
し
て
知
つ
て
來
た
の
だ
︒
聞
て

へ
こ
と
も
た
ん
と
あ
る 

主
﹃
ナ
ニ
十
五
六
日
跡
か
ら
ヨ
︒

大
造
な
こ
と
で
も
ね
へ
が
︑
ど
ふ

も
氣
が
閉
で
な
ら
ね
へ
︒ 

寔
に
や
せ
た
ね
へ
︒
マ
ア
色
の
わ

り
い
こ
と
は
︒
眞
青
だ
ヨ
︒
何
時

分
か
ら
わ
る
い
の
だ
へ 

お
ま
は
ん
は
煩
つ
て
ゐ
さ
つ
し
や

る
の
か
へ 

ト
か
ほ
を
つ
く
づ
く

見
て 

胭
が
ひ
ツ
つ
く
よ
ふ
だ
ト
い
ひ
な

が
ら
そ
ば
へ
す
は
り 

そ
し
て
も
ふ
急
ひ
で
歩
行
た
も
ん

だ
か
ら
ア
︑
苦
し
い 

ト
む
ね
を

た
ゝ
き 

よ
ね
﹃
わ
ち
き
や
ア
最
︑
知
れ
め

へ
か
と
思
つ
て
胸
が
ど
き
〳
〵
し

て
︑ 

マ
ア
〳
〵
こ
ち
ら
へ
夢
じ
や
ア
ね

へ
か 

ト
お
き
か
へ
り
て
す
は
る 

主
﹃
米
八
じ
や
ア
ね
へ
か
︒
ど
ふ

し
て
來
た
︒
そ
し
て
隱
れ
て
居
る

此
所
が
知
れ
る
と
い
ふ
も
ふ
し
ぎ

な
こ
と
︒ 

素
顏
自
慢
か
寐
起
の
侭
か
︑
つ
く

ろ
は
ね
ど
も
美
し
き
︑
花
の
笑
顏

に
愁
の
目
元
︑
亭
主
は
び
ツ
く
り

顔
う
ち
な
が
め 

下
着
は
お
納
戸
の
中
形
縮
め
ん
︑

お
こ
そ
頭
巾
を
手
に
持
て
︑
み
だ

れ
し
鬢
の
嶋
田
髷
︑ 

あ
け
て
欠
込
其
姿
︑
上
田
太
織
の

鼠
の
棒
縞
︑
黒
の
小
柳
に
紫
の
︑

や
ま
ま
ゆ
じ
ま
の
縮
緬
を
鯨
帶
と

し
︑ 

と
い
ひ
つ
ゝ
あ
け
る
障
子
さ
へ
︑

ゆ
が
む
敷
居
に
や
う
〳
〵
と
︑ 

女
﹃
そ
ふ
い
ふ
お
聲
は
若
旦
那
さ

ん あ
る
じ
﹃
ア
イ
ど
な
た
ヱ 

女
﹃
す
こ
し
御
免
な
さ
い
ま
し
〳

〵 
原
作 

病
は
気
か
ら
︑
男
の
癖
に
涙
ぐ
ん

で
居
る
の
は
︑
何
と
な
く
い
ぢ
ら

し
い
︒ 

そ
れ
は
さ
う
と
米
ち
や
ん
は
ど
う

し
て
知
つ
て
來
た
の
サ
︑
実
は
聞

き
た
い
こ
と
も
沢
山
あ
る
よ
﹄ 

﹃
ナ
ニ
二
週
間
ば
か
り
前
か
ら

さ
︑
大
層
な
こ
と
も
な
い
が
︑
ど

う
も
氣
が
閉
い
で
困
る
よ
︑ 

ほ
ん
と
に
痩
た
わ
ね
え
︑
マ
ア
色

の
悪
い
こ
と 

﹃
貴
方
病
氣
だ
つ
て 

咽
が
ひ
ｯ
つ
き
さ
う
な
の
よ
﹄
と

云
ひ
な
が
ら
側
へ
す
わ
つ
て
︑ 

そ
れ
に
あ
く
せ
く
歩
行
い
た
も
ん

だ
か
ら…

…

ア
ヽ
苦
し
い
︑ 

﹃
私
も
う
知
れ
な
い
か
と
胸
が
ど

き
〳
〵
し
て
︑ 

此
方
へ
這
入
つ
た
ら
好
い
で
せ

う
﹄ 

﹃
米
ち
や
ん
か
い
ど
う
し
て
来
た

の
︑
ど
だ
い
隠
れ
て
居
る
此
処
が

知
れ
る
と
い
ふ
の
も
不
思
議
だ

ね
︑ 

素
顔
自
慢
か
寝
起
き
の
儘
か
︑
更

に
繕
は
な
い
が
美
し
く
︑
そ
れ
で

意
気
な
芸
者
つ
た
ら
︒ 

一
筋
二
筋
ほ
つ
れ
た
鬢
の
藝
子
髷

が
如
何
に
も
仇
め
い
て
︑ 

や
が
て
駈
け
込
む
其
姿
︑
し
ど
け

な
い
お
召
づ
く
め
に
昼
夜
帯
を
締

め
て
︑ 

開
け
る
障
子
さ
へ
建
付
も
が
た
ぴ

し
と
︑ 

﹃
さ
う
い
ふ
お
声
は
若
旦
那
な
の

ね
﹄ 

﹃
ハ
イ
何
人…

…

﹄ 

﹃
ち
よ
い
と
御
免
な
さ
い
﹄ 
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と
思
ひ
懸
け
な
い
逢
瀬
の
嬉
し
さ

は
男
の
眼
元
に
浮
い
て
ゐ
る
︒ 

そ
り
や
さ
う
と
ど
う
し
て
此
処
を

聞
い
て
來
た
の
だ
？
よ
く
知
れ
た

な
︑
逢
ひ
た
か
つ
た
ぞ
︒
種
々
と

訊
き
た
い
事
が
沢
山
あ
る
︒﹄ 

﹃
さ
う
よ
な
︑
十
五
六
日
後
か
ら

よ
︑
大
し
た
病
気
で
も
な
い
が
︑

ど
う
も
気
が
ふ
さ
い
で
な
ら
ね

へ
︑ 

﹃
痩
た
ね
へ
︑
ま
あ
顔
色
の
悪
い

事
︑
蒼
白
だ
よ
︑ 

﹃
お
ま
は
ん
煩
つ
て
ゐ
さ
つ
し
や

る
の
か
へ
︒﹄と
眼
元
潤
ま
せ
て
男

の
顔
を
覗
き
な
が
ら
︑ 

男
の
傍
に
寄
添
っ
て
座
る 

そ
れ
に
急
い
で
歩
る
い
た
も
の
だ

か
ら
︑
此
通
り
胸
が
ど
き
〳
〵
し

て…
…

あ
ゝ
苦
し
い
︒﹄と
胸
を
擦

り
な
が
ら
︑︒ 

﹃
私
き
ア
も
う
知
れ
ま
い
か
と
思

つ
て
︑
心
配
で
心
配
で
︑ 

ま
あ
〳
〵
︑
此
方
へ
上
り
ね
へ
︑

真
逆
夢
ぢ
や
な
か
ら
う
な
︒﹄と
起

上
つ
て
珍
ら
し
さ
う
に
繁
々
と
女

の
顔
を
見
詰
め
る
︒ 

﹃
お
ゝ
︑
米
八
ぢ
や
ね
へ
か
︑
ど

う
し
て
来
た
︑
何
処
で
俺
の
隠
家

を
聞
い
て
来
た
？
︑ 

素
顔
自
慢
か
寝
起
の
儘
か
は
知
ら

ぬ
が
︑
化
粧
せ
ぬ
顔
が
却
つ
て
浮

出
た
や
う
な
美
し
さ
を
見
せ
て
ゐ

る
︒ 

下
着
は
お
納
戸
の
中
形
縮
緬
︑
お

高
祖
頭
巾
を
手
に
持
つ
た
乱
れ
鬢

の
島
田
髷
︑ 

も
ど
か
し
さ
う
に
押
開
け
て
︑
駆

込
む
や
う
に
這
入
つ
て
来
た
の

は
︑
一
目
に
そ
れ
と
知
ら
れ
る
仇

姿
︑
上
田
太
織
の
鼠
の
棒
縞
も
配

合
よ
く
︑
黒
の
小
柳
繻
子
に
︑
紫

の
山
繭
縞
︑
縮
緬
の
鯨
帯
︑ 

と
︑
歪
む
敷
居
に
障
子
の
建
付
も

が
た
〴
〵
と
︑ 

﹃
お
ゝ
︑
さ
う
云
ふ
お
声
は
︑
慥

か
若
旦
那
？
﹄ 

﹃
誰
方
へ
？
﹄ 

﹃
御
免
下
さ
い
ま
し
︑
御
免
下
さ

い
ま
し
﹄
と
媚
め
か
し
い
女
の
声 
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と
少
し
涙
ぐ
む
︒ 

そ
れ
は
い
ゝ
が
手
前
マ
ア
何
う
し

て
知
つ
て
來
た
の
だ
︒
聞
き
て
え

こ
と
も
あ
る
︒﹄ 

主
﹃
ナ
ニ
十
五
六
日
後
か
ら
よ
︒

大
層
な
こ
と
で
も
ね
え
が
︑
ど
う

も
気
が
鬱
い
で
な
ら
ね
え
︒ 

米
﹃
ま
こ
と
に
痩
せ
た
ね
え
︒
マ

ア
色
の
悪
い
こ
と
は
︑真
青
だ
よ
︒

何
日
時
分
か
ら
わ
る
い
の
だ
え
︒﹄ 

米
﹃
お
ま
は
ん
煩
つ
て
居
さ
つ
し

や
る
の
か
え
︒﹄と
︑つ
く
〴
〵
と

顔
を
見
て
︑ 

米
﹃
咽
が
ひ
ｯ
つ
く
や
う
だ
よ
︒﹄

と
言
ひ
な
が
ら
側
へ
坐
り
︑ 

そ
し
て
も
う
急
い
で
歩
い
た
も
ん

だ
か
ら
︑
ア
ヽ
苦
し
い
︒﹄
と
︑
胸

を
叩
き
な
が
ら
︑ 

米
八
は
︑
米
﹃
私
や
ア
も
う
知
れ

め
え
か
と
思
つ
て
胸
が
ど
き
〳
〵

し
て
︑ 

マ
ア
〳
〵
此
方
へ
︑
夢
ぢ
や
ア
ね

え
か
︒﹄と
︑床
の
上
に
起
き
上
つ

て
坐
る
︑ 

主
﹃
米
八
ぢ
や
ア
ね
え
か
︑
ど
う

し
て
來
た
︒
そ
し
て
隠
れ
て
居
る

此
処
が
知
れ
る
と
い
ふ
も
不
思
議

な
こ
と
︒ 

素
顔
自
慢
か
寝
起
き
の
儘
か
︑
つ

く
ろ
は
ね
ど
も
美
し
き 

下
着
は
お
納
戸
の
中
型
縮
緬
︑
お

こ
そ
頭
巾
を
手
に
持
ち
て
乱
れ
し

鬢
の
島
田
髷
︑ 

漸
く
明
け
て
駆
込
む
は
此
辺
り
に

は
見
ぬ
姿
︑
上
田
太
織
の
鼠
の
棒

縞
︑
黒
の
小
柳
に
紫
の
山
繭
縞
の

縮
緬
の
鯨
帯 

と
︑言
ひ
つ
ゝ
明
け
る
障
子
さ
へ
︑

歪
め
る
敷
居
に
ガ
タ
〳
〵
と
︑ 

女
﹃
さ
う
言
ふ
お
声
は
若
旦
那
︒﹄ 

主﹃
ア
イ
ど
な
た
え
︒﹄と
言
ふ
声

の
下
︑ 

女
﹃
す
こ
し
御
免
な
さ
い
ま
し
〳

〵
︒﹄ 
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