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初
期
狂
言
台
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授

に
つ
い
て
調
査
・
考
察
し
た
結
果
を
述
べ
て
い
く
こ
と
と
し
、
祝
本
に
つ
い
て
は
別

稿
を
用
意
し
て
い
る
。

二
　
調
査
・
考
察
の
方
法

　

最
初
に
、
調
査
・
考
察
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、
用
語
と
し
て
は
標
題
に
あ
る
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
現
在
も
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、『
日
本
語
学
大
辞
典
』

の
項
目
と
し
て
、
擬
音
語
・
擬
態
語
で
は
な
く
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
擬
声
語
や
象
徴
詞
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
語
句
に
よ
ら
ず
、

統
一
的
に
扱
え
る
用
語
と
し
て
選
択
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
、
個
々
の
語
に
つ
い
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
を
ど
の
よ
う

に
下
す
か
に
つ
い
て
は
、
今
な
お
大
き
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
と
、

歴
史
的
研
究
に
お
い
て
は
、
往
時
の
認
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
基
本
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
実
際
問
題
と
し
て
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
代
語
に
お
い
て
す
ら
、

程
度
の
多
少
は
別
と
し
て
、
同
様
の
課
題
は
な
お
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ノ

マ
ト
ペ
を
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
か
は
、
便
宜
的
な
設
定
か
ら
始
め
た
上
で
、
そ
の

内
実
の
検
証
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
で
進
め
て
い
く
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
と
『
日

本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
の
立
項
語
を
中
心
と
し
て
、
歴
史
的
視
点
を
含
ん
で
編

集
さ
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
専
門
辞
書
『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』（
小
学
館
、
二

〇
〇
七
年
）
を
参
照
し
て
や
や
広
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
範
囲
を
定
め
、
注
意
を
要
す
る

語
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
判
断
す
る
と
い
う
方
法
で
対
応
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

考
察
に
際
し
て
は
、
最
初
に
示
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
天
正
狂
言
本
と
ほ
ぼ

論
文
（
一
）

初
期
狂
言
台
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ

　

―
　

天
正
狂
言
本
の
場
合
　

―
　

柴
田
雅
生＊

一
　
は
じ
め
に

　

標
題
に
掲
げ
た
初
期
狂
言
台
本
と
は
、
具
体
的
に
は
天
正
狂
言
本
お
よ
び
祝
本
狂

言
集
を
指
し
て
い
る
。
現
存
す
る
狂
言
台
本
の
中
で
も
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
の

多
い
大
蔵
虎
明
本
よ
り
古
い
も
の
を
扱
う
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
何
故
こ
の
二
つ
の

狂
言
台
本
を
扱
う
か
と
言
え
ば
、
狂
言
台
本
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
、
な
る
べ
く
固

定
化
・
定
型
化
し
て
い
な
い
段
階
の
も
の
を
追
い
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
筋
書
き
・
台
本
定
着
期
の
台
本
と
し
て
扱
わ
れ
る
大
蔵
流
の
虎
明
本
や
和
泉
流

の
天
理
本
と
い
っ
た
、
十
七
世
紀
前
半
期
の
狂
言
台
本
以
前
が
対
象
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ま
ず
は
天
正
本
に
見
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
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最
初
に
曲
名
を
漢
字
表
記
に
改
め
て
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
掲
げ
、
現
行
曲
名
が
天
正
本

と
は
異
な
る
場
合
に
は
現
行
曲
名
を
括
弧
に
入
れ
て
添
え
た
。
そ
の
次
に
、
当
該
曲

中
に
あ
ら
わ
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
五
十
音
順
に
並
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

用
例
を
出
現
順
に
掲
げ
て
示
し
た
後
に
、
解
説
を
加
え
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
示
し

た
。
ま
た
、
天
正
本
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
以
外
の
部
分
に
は
、
適
宜
濁
点
と
句
読
点
を
加

え
、
必
要
に
応
じ
て
振
漢
字
を
括
弧
に
入
れ
て
添
え
た
。

　

な
お
、
先
行
研
究
と
し
て
以
下
の
三
冊
に
つ
い
て
は
略
称
を
用
い
る
。

全
書

―
古
川
久
校
註
『
日
本
古
典
全
書
狂
言
集
・
下
』（
一
九
五
六
年
、
朝

日
新
聞
社
）

全
釈

―
金
井
清
光
著
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』（
一
九
八
九
年
、
風
間
書
房
）

総
索
引
―
内
山
弘
編
著
『
天
正
狂
言
本
本
文
・
総
索
引
・
研
究
』（
一
九
九
八

年
、
笠
間
書
院
）

　　

酢
辛
皮
（
酢
薑
）　

　　

＊
つ
っ
と

杉
門
を
つ
ツ
と
入
（
17
オ
6
）

か
ら
門
を
つ
ツ
と
入
（
17
ウ
6
）

　　

現
行
曲
の
酢
薑
の
舞
台
は
道
で
の
行
き
会
い
で
あ
る
が
、
天
正
本
・
酢
辛
皮
で
は

市
場
で
あ
る
。
そ
の
市
場
に
設
け
ら
れ
た
杉
門
と
唐
門
を
く
ぐ
っ
て
入
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
門
の
名
に
は
、
酢
売
り
が
通
る
「
酢
き
」
門
と
、
辛
皮
売
り

が
通
る
「
辛
」
門
と
い
う
要
素
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
門
に
つ
い
て

も
、
門
を
通
り
抜
け
る
さ
ま
を
「
つ
っ
と
」
と
い
う
素
早
い
動
作
を
表
す
オ
ノ
マ
ト

ペ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
日
葡
辞
書
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
日
葡
辞
書
』
を
重
要
参
考
資
料
と
し
て
扱
い
、
こ
れ
に
天

正
狂
言
本
よ
り
少
し
後
に
書
き
留
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
蔵
流
虎
明
本
と
和
泉

流
天
理
本
の
本
文
と
の
比
較
を
加
え
る
か
た
ち
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意

味
・
用
法
を
考
え
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
先
行
研
究
で
あ
る
注
釈

書
と
古
語
辞
典
類
も
大
い
に
参
照
し
た
。

　

対
象
と
す
る
資
料
で
あ
る
天
正
狂
言
本
は
、
天
正
六
年
写
の
識
語
（
た
だ
し
、
本

文
と
は
別
筆
）
を
有
す
る
現
存
最
古
の
狂
言
台
本
で
あ
る
。
現
在
見
る
よ
う
な
台
本

と
は
言
い
が
た
い
曲
も
多
々
あ
る
が
、
中
に
は
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
曲
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
金
井
清
光
氏
の
大
著
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』（
一
九
八
九
年
、
風
間

書
房
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
先
行
研
究
は
一
定
量
あ
る
も
の
の
、
解
釈
が
容
易
に
は

定
ま
ら
な
い
部
分
も
少
な
く
な
く
、
今
後
も
考
究
を
必
要
と
す
る
本
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

天
正
狂
言
本
の
言
語
上
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東

国
語
的
要
素
の
存
在
が
あ
る
。
文
法
形
式
や
語
彙
、
音
韻
変
化
、
表
記
上
の
特
徴
等

に
つ
い
て
種
々
の
検
討
が
加
え
ら
れ
、
か
な
り
が
部
分
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
追
究
さ
れ
た
跡
が

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
が
、
天
正
狂
言
本
を
扱
う
所
以
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
で
用
い
る
天
正
狂
言
本
の
本
文
に
は
、
内
山
弘
編
著
『
天
正
狂
言
本

本
文
・
総
索
引
・
研
究
』（
一
九
九
八
年
、
笠
間
書
院
）
を
用
い
た
。

三
　
天
正
狂
言
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ

　

以
下
で
は
、
天
正
狂
言
本
（
以
下
、
天
正
本
と
称
す
る
）
に
お
い
て
オ
ノ
マ
ト
ペ

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
曲
ご
と
に
検
証
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。
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初
期
狂
言
台
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生

り
物
に
掛
け
た
表
現
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
天
理
本
は
二
人
の
動
作
を
形
容
す
る
語
句

が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　　

宝
買
ひ
（
宝
の
槌
）　

　　

＊
く
わ
っ
た
り
と

く
わ
ツ
ち
ほ
ゝ
に
く
わ
ツ
た
り
と
こ
れ
を
な
ら
ふ
て
く
る
（
18
ウ
9
）

　　
「
く
わ
っ
た
り
と
」
の
直
前
の
文
字
に
つ
い
て
、
全
釈
は
「
く
」
と
ひ
と
ま
ず
解

し
た
上
で
、「「
く
」
は
「
ゝ
」
と
も
よ
め
る
」
と
す
る
。
つ
ま
り
「
く
わ
ツ
ち
ほ

く
」
と
「
く
わ
ツ
ち
ほ
ゝ
」
の
二
つ
の
可
能
性
を
想
定
す
る
の
だ
が
、
前
者
に
つ
い

て
は
狂
言
三
百
番
集
（
和
泉
流
）
に
あ
る
よ
う
に
「
月
氏
国
」
を
当
て
嵌
め
る
こ
と

は
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
後
者
は
「
不
明
」（
全
釈
）
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

総
索
引
で
は
「
ぐ
ゎ
っ
ち
こ
く
﹇
月
氏
国
？
﹈」
と
し
、
同
じ
く
総
索
引
部
分
で
の

「
く
わ
ツ
た
り
」
に
つ
い
て
は
、
対
応
す
る
漢
字
表
記
お
よ
び
品
詞
を
「
？
」、
つ
ま

り
は
不
明
と
し
て
い
る
。

　

天
正
本
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
虎
明
本
・
宝
の
槌
で
は
「
く
わ
た
〳
〵
く
わ
つ

た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
天
理
本
・
宝
の
槌
は
「
く
わ
つ
し
こ
く
に
く
わ
つ
た
り
」

で
あ
る
。
天
正
本
が
「
く
わ
っ
ち
ほ
く
」
あ
る
い
は
「
く
わ
っ
ち
ほ
ほ
」
の
い
ず
れ

で
あ
っ
て
も
、「
く
わ
っ
」
と
い
う
音
形
式
を
介
し
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
く
わ
っ
た

り
」
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。

　
「
く
わ
っ
た
り
」
の
直
前
の
解
釈
が
部
分
的
に
不
明
で
あ
っ
て
も
、
ア
ド
の
た
ら

し
（
詐
欺
師
）
が
小
切
れ
を
打
出
の
小
槌
だ
と
言
っ
て
売
り
つ
け
る
際
に
、
小
切
れ

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
出
す
際
に
、
固
い
物
同
士
が
当
た
っ
て
立
て
る
音
を
「
く
わ

っ
た
り
」
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
で

る
。

　

T
çutto.

非
常
に
、
ま
た
は
、
近
く
、
深
く
、
な
ど
。¶

T
çutto 

coreye 
vogiare.

（
つ
つ
と
こ
れ
へ
お
ぢ
や
れ
）
ず
っ
と
こ
ち
ら
へ
お
寄
り
な
さ
い
。

（
邦
訳
日
葡
辞
書
、
以
下
日
葡
辞
書
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
）

　　

た
だ
し
、
大
蔵
流
虎
明
本
・
酢
薑
で
は

　

す
い
も
ん
の
は
し
を
す
る
り
と
渡
り
、
す
る
〳
〵
と
参
て

か
ら
も
ん
を
か
ら
り
と
あ
け

　
と
あ
る
。
酢
売
り
が
通
る
「
す
い
も
ん
」
が
「
水
門
」
で
あ
る
か
「
西
門
」
の
転
訛

で
あ
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
門
を
く
ぐ
り
抜
け
る
の
で
は
な
く
、
門
の
近
く
に

あ
る
橋
を
渡
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
薑
売
り
は
唐
門
を
「
か
ら
り
」
と
開
け

る
の
に
対
し
て
、「
す
る
り
」
に
「
酢
」
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

　

一
方
、
和
泉
流
天
理
本
・
酸
辛
の
抜
書
で
は

　

か
ら
橋
を
渡
り
、
か
ら
門
に
入
、

す
の
こ
橋
を
わ
た
り
、
す
の
こ
ゑ
ん
に
あ
が
れ
ば

　
と
な
っ
て
い
て
、
酢
売
り
・
辛
皮
売
り
と
も
に
橋
を
渡
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い

て
、
し
か
も
天
正
本
の
「
つ
っ
と
」
に
対
応
す
る
形
容
語
句
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　

天
正
本
で
は
、
酢
売
り
と
辛
皮
売
り
の
両
者
に
「
つ
っ
と
」
と
い
う
共
通
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
虎
明
本
は
酢
売
り
・
薑
売
り
と
も
に
売
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の
記
載
に
よ
る
）

　
と
あ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。「
ヲ
ト
」「
ヒ
ビ
キ
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
擬
音
で
あ

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
水
音
を
盛
ん
に
た
て
る
田
植
え
の
様
子

に
よ
っ
て
、
早
乙
女
た
ち
の
心
情
も
表
現
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

天
理
本
・
田
植
の
抜
書
に
は
「
〽
け
し
や
う
ふ
み
を
た
ふ
な
ら
は
、
さ
そ
な
う
れ
し

か
ら
ま
し
〽
」
と
あ
り
、
早
乙
女
の
心
情
の
直
接
的
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

　　

＊
と
ろ
ら
と

な
わ
し
ろ
を
、
〳
〵
、
と
ろ
ら
と
な
ら
し
す
ま
し
て
（
20
オ
4
）

　　

全
書
の
頭
注
は
「「
と
ろ
り
」
と
同
じ
で
、
油
の
や
う
に
平
に
の
意
か
。」
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
全
釈
で
は
「
と
ろ
ら
―
「
と
ろ
り
」
と
同
意
で
、
ｉ
と
ａ
の
母
音

交
替
。
ふ
つ
う
「
と
ろ
り
と
」
の
形
で
副
詞
に
用
い
、
と
ろ
け
て
や
わ
ら
か
く
な
る

さ
ま
。
と
ろ
け
て
平
ら
に
な
る
さ
ま
。
べ
っ
た
り
。
ぺ
っ
た
り
。」
と
し
て
玉
塵
抄

と
日
葡
辞
書
の
例
を
挙
げ
る
。
水
を
張
っ
て
土
が
軟
ら
か
く
な
っ
た
田
を
平
た
く
均

し
て
い
る
さ
ま
の
表
現
で
あ
る
。

　
「
と
ろ
ら
」
に
つ
い
て
「
ｉ
と
ａ
の
母
音
交
替
」
と
い
う
全
釈
の
指
摘
は
確
か
に

そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
お
い
て
音
形
が
果
た
す
役
割
は
通

常
の
語
の
比
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
。『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』
の
「
解

説
―
歴
史
的
変
遷
と
そ
の
広
が
り
」（
鈴
木
雅
子
氏
執
筆
）
も
指
摘
す
る
、
中
世
期

に
見
ら
れ
る
Ａ
Ｂ
ラ
と
い
う
語
構
成
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
該
当
す
る
と
見
る
べ
き
で
は

あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
余
計
な
も
の
が
な
い
さ
ま
を
表
す
ス
ッ
キ
リ
に
対
応
す
る
ス
キ

ラ
が
「
面
ヲ
モ
ス
キ
ラ
ト
洗
イ
髪
ヲ
モ
ヨ
ウ
洗
テ
」（
四
河
入
海
・
三
ノ
二
）
と
な

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

は
、

　

か
っ
た
り
と
（
副
）
固
い
物
が
、
他
の
固
い
物
に
あ
た
っ
た
と
き
な
ど
に
発
す

る
音
の
形
容
。「
暖
簾
ニ
ハ
縁
ノ
木
ガ
ア
ツ
テ
重
ホ
ド
ニ
、
カ
ツ
タ
リ
ト
云
ワ

ヌ
ヤ
ウ
ニ
、
手
ヲ
ツ
ケ
ソ
ツ
ト
ア
ゲ
ヨ
ゾ
」（
勅
規
桃
源
鈔
四
）

　
と
説
明
し
て
い
る
。

　　

田
植

　

　　

＊
ぞ
ぶ
り
と

け
し
や
う
文
を
た
ぶ
な
ら
ば
、
田
を
ば
そ
ふ
り
ぞ
と
う
ゆ
。（
20
ウ
5
）

　　

歌
謡
の
み
が
記
さ
れ
る
曲
で
あ
り
、
全
釈
で
は
「
本
文
中
に
歌
謡
の
占
め
る
割
合

の
大
き
い
天
正
本
と
し
て
も
異
例
の
こ
と
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
右
は
、
男
性
（
不

詳
、
天
理
本
で
は
神
主
）
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
、
早
乙
女
た
ち
が
「
恋
文
を
い

た
だ
け
る
の
な
ら
田
に
稲
を
「
ぞ
ぶ
り
と
」
と
植
え
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
る
部

分
で
あ
る
。
全
書
は
「
水
の
中
を
歩
き
廻
る
さ
ま
。
ぞ
ん
ぶ
り
ぞ
。」
と
解
釈
し
、

全
釈
で
は
「
ぞ
ん
ぶ
り
ぞ
。
ざ
ん
ぶ
り
こ
。
水
を
は
ね
返
し
た
り
、
水
音
を
た
て
て

勢
い
よ
く
動
作
す
る
さ
ま
を
い
う
副
詞
。」
と
記
し
た
後
、
名
語
記
と
狂
言
記
・
相

合
袴
の
例
を
掲
げ
る
。
中
で
も
『
名
語
記
』
に

　

水
ヲ
ワ
タ
ル
ヲ
ト
ノ
、
ゾ
フ
リ
ゾ
フ
リ
、
如
何
。
答
、
ソ
コ
フ
ム
ラ
シ
ノ
反
ノ
、

ヒ
ビ
キ
ニ
ア
ラ
ハ
レ
テ
、
ゾ
ブ
リ
ト
キ
コ
ユ
ル
也
。
字
ニ
ハ
丼
歟
。
ザ
ブ
リ
、

同
。（
巻
七
、
勉
誠
社
刊
『
名
語
記
』
に
は
含
ま
れ
な
い
部
分
の
た
め
、
全
釈
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柴
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生

　
と
あ
っ
て
、
天
正
本
と
の
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。

　　

＊
そ
っ
と

こ
ゝ
に
そ
ツ
と
ね
た
る
に
（
28
オ
4
）

　　

茶
壺
を
背
負
っ
た
男
（
虎
明
本
・
天
理
本
で
は
中
国
地
方
の
男
と
な
っ
て
い
る
）

が
遊
女
に
酒
を
勧
め
ら
れ
て
寝
て
い
た
時
間
が
わ
ず
か
で
あ
る
さ
ま
の
表
現
で
あ
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
あ
る

　

Sotto.

少
し
ば
か
り
。（
補
遺
篇
）

　
が
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
し
、
虎
明
本
・
茶
壺
は
「
さ
け
に
ゑ
い
て
ね
た
れ
ハ
」、
天

理
本
・
茶
壺
（
抜
書
）
で
は
「
酒
に
酔
て
ね
た
る
を
」
と
あ
っ
て
、「
そ
っ
と
」
に

対
応
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
見
ら
れ
な
い
。

　　

鳴
子
遣
子
（
鳴
子
／
遣
子
）　

　　

＊
つ
く
づ
く
と

さ
て
も
う
き
世
の
て
い
を
つ
く
〳
〵
と
お
も
ん
見
る
に
（
29
オ
2
）

　　

虎
明
本
や
天
理
本
で
は
、
仲
裁
す
る
の
が
検
断
で
は
な
く
茶
屋
の
主
人
と
な
っ
て

い
て
人
物
設
定
は
異
な
る
も
の
の
、
仲
裁
人
が
語
る
話
の
中
で
、
西
行
法
師
が
現
世

を
注
意
を
は
ら
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
さ
ま
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が

な
い
。

　

な
お
、
こ
の
天
正
本
の
「
と
ろ
ら
」
に
対
応
す
る
部
分
が
、
天
理
本
・
田
植
の
抜

書
で
は
、

　

な
わ
し
ろ
を
、
〳
〵
、
と
ろ
ら
と
な
ら
し
す
ま
し
つ
ゝ

　
と
あ
っ
て
、
同
じ
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　　

茶
ぐ
り
（
茶
壺
）　

　　

＊
じ
っ
と

袖
を
ち
つ
と
ひ
か
い
て
（
27
ウ
9
）

　　
「
ふ
は
の
」
の
宿
の
遊
女
が
客
の
袖
を
引
く
さ
ま
の
表
現
で
あ
り
、『
日
葡
辞
書
』

の
　

Iitto.

副
詞
。
締
め
つ
け
る
さ
ま
、
ま
た
は
、
手
の
中
に
物
を
握
り
し
め
る
さ

ま
、
な
ど
。¶

T
eni jitto niguiru.

（
手
に
じ
つ
と
握
る
）
力
を
入
れ
て
、
物

を
手
の
中
に
握
り
し
め
る
。

　
と
い
う
説
明
が
該
当
す
る
。「
ふ
は
の
」
に
つ
い
て
は
、
虎
明
本
「
こ
や
の
」、
天
理

本
「
こ
や
野
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
昆
陽
野
」
の
宿
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

虎
明
本
・
天
理
本
と
も
に

　

虎
明
本　

こ
や
の
ゝ
宿
の
遊
女
が
、
袖
を
じ
つ
と
ひ
か
へ
て

天
理
本
（
抜
書
）　

こ
や
野
ゝ
し
ゆ
く
の
遊
女
が
、
そ
で
を
じ
つ
と
ひ
か
へ
て
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天
理
本
（
抜
書
）　  

ち
こ
く
の
か
ま
に
な
け
入
ら
れ
て
、
く
ら
〳
〵
と
に
ゆ
る

所
を

　
と
あ
っ
て
、
天
正
本
と
ほ
ぼ
変
わ
り
が
無
い
。

　　

＊
こ
ろ
り

ふ
ち
だ
か
の
す
み
を
か
た
め
、
あ
な
（
た
）
へ
こ
ろ
り
、
こ
な
た
へ
こ
ろ
り

〳
〵
〳
〵
と
こ
ろ
び
ま
わ
り
し
と
こ
ろ
（
43
オ
1
・
2
、「
た
」
追
補
）

　　

転
が
る
さ
ま
を
表
す
「
こ
ろ
り
」
を
単
独
も
し
く
は
反
復
さ
せ
て
用
い
た
例
で
あ

る
。
天
理
本
・
野
老
の
抜
書
で
も

　

天
理
本
（
抜
書
）　  

わ
れ
ら
か
や
う
な
る
に
か
き
と
こ
ろ
は
、
ふ
ち
た
か
の
す

み
を
、
あ
な
た
へ
こ
ろ
り
こ
な
た
へ
こ
ろ
り
、
こ
ろ
り
こ

ろ
ん
て
く
を
う
く
る

　
と
あ
っ
て
、
縁
が
高
い
折
敷
の
上
で
野
老
が
何
度
も
転
が
る
様
を
示
し
て
い
る
。

　　

う
ち
み
（
鱸
庖
丁
）　

　　

＊
か
ら
り
と

は
し
は
う
ち
や
う
か
ら
り
と
な
を
し
（
46
ウ
4
）

　　

鯉
を
包
丁
で
さ
ば
き
終
え
て
、
箸
と
庖
丁
を
元
の
位
置
に
戻
す
際
に
立
て
る
音
の

表
現
で
あ
る
。『
日
葡
辞
書
』
の
次
の
説
明
が
該
当
す
る
。

　

T
çucuzzucuto.

副
詞
。
気
を
つ
け
て
、
あ
る
い
は
、
注
意
を
払
っ
て
。 

¶
T
çucuzzucuto m

iru, l, xian suru.

（
つ
く
づ
く
と
見
る
、
ま
た
は
、
思

案
す
る
）
よ
く
注
意
し
て
見
る
、
ま
た
は
、
と
く
と
思
い
め
ぐ
ら
す
。

　　
『
日
葡
辞
書
』
に
「
見
る
」「
思
案
す
る
」
を
形
容
す
る
例
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
思
考
や
知
覚
に
関
わ
る
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
虎
明

本
・
鳴
子
や
天
理
本
・
遣
子
（
抜
書
）
で
は
意
味
が
類
似
す
る
「
つ
ら
つ
ら
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

　

虎
明
本　
「
さ
と
う
び
や
う
へ
の
り
き
よ
と
申
人
、
つ
ら
〳
〵
う
き
世
の
て
い

を
お
も
ん
ミ
る
に
」
と
あ
り
。

天
理
本
（
抜
書
）　

佐
藤
兵
衛
則
清
と
い
つ
し
人
、
つ
ら
（
つ
ら
）　
世
間
の
有

様
を
お
も
ん
み
る
に
（
括
弧
内
の
「
つ
ら
」
は
誤
脱
と
み
て
補
っ
た

部
分
）

　　

野
老

　

　　

＊
ぐ
ら
ぐ
ら
と

地
ご
く
の
か
ま
に
な
げ
入
ら
れ
て
、
く
ら
〳
〵
と
に
や
う
ら
か
し
て

（
40
ウ
9
）

　　

和
泉
流
の
み
の
曲
で
あ
る
。「
ぐ
ら
ぐ
ら
」
は
野
老
（
薯
蕷
）
を
煮
る
釜
の
熱
湯

が
激
し
く
煮
え
立
つ
さ
ま
を
示
す
。
天
理
本
・
野
老
の
抜
書
で
は
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〳
〵
、
な
ミ
ゐ
た
ま
へ
る

　　

＊
さ
く
と

み
さ
ご
の
ひ
れ
を
さ
く
と
つ
き
（
45
ウ
7
）

　　

＊
ざ
く
と

ぎ（
魚
　
　
頭
）

ふ
た
ふ
に
は
し
を
立
、
ざ
く
と
き
ツ
て
（
46
オ
4
）

　　

清
濁
の
点
で
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
判
断
つ
け
か
ね
る
が
、
こ
こ
で

は
ひ
と
ま
ず
表
記
に
し
た
が
っ
て
分
け
る
も
の
の
、
一
括
し
て
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
と

す
る
。

　

前
者
の
「
み
さ
ご
の
ひ
れ
」
と
は
、
魚
類
を
食
す
る
鳥
・
鶚
が
魚
を
捕
ら
え
る
際

に
足
で
摑
ま
え
る
魚
の
背
び
れ
部
分
（
大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
翻
刻

註
解
』
の
頭
注
に
よ
る
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
包
丁
で
突
く
さ
ま
を
表
現
し

て
い
る
。
後
者
は
鯉
の
頭
を
勢
い
よ
く
切
る
さ
ま
だ
が
、
こ
ち
ら
の
仮
名
「
さ
」
に

は
前
者
に
は
な
い
濁
点
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。「
さ
く
と
」
と
「
ざ
く
と
」
の
い
ず

れ
か
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
二
つ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
併
存
し
て
い
た
か
は
現

時
点
で
判
断
材
料
が
な
い
。
ロ
ー
マ
字
表
記
に
よ
り
清
濁
の
判
定
が
可
能
な
『
日
葡

辞
書
』
に
も
立
項
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
表
記
ど
お
り
に
解
し
て
お
く
。

　

ち
な
み
に
、
天
理
本
に
は
天
正
本
の
こ
の
二
箇
所
に
対
応
す
る
内
容
が
見
ら
れ
ず
、

虎
明
本
で
は
前
者
に
つ
い
て
の
み
「
ミ
さ
ご
の
ひ
れ
を
は
ら
り
と
お
ろ
し
」
と
な
っ

て
い
て
、
包
丁
の
使
い
方
が
異
な
る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。

　　

＊
さ
っ
さ
っ
と

つ
ね
の
水
か
き
さ
む
〳
〵
と
し
（
46
オ
3
）

　

Cararito.

副
詞
。
木
、
あ
る
い
は
、
竹
が
互
い
に
ぶ
つ
か
り
合
う
と
か
、
矢

が
弓
に
触
れ
る
と
か
す
る
よ
う
に
、
物
が
ほ
か
の
物
と
接
し
て
音
を
立
て
る
さ

ま
。¶
ま
た
、
物
を
乾
か
し
炒
る
さ
ま
。
例
、Cararito iriaguru.

（
か
ら
り

と
炒
り
上
ぐ
る
）
乾
か
し
き
る
、
ま
た
は
、
炒
り
あ
げ
る
。

　　
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
か
ら
り
か
ら
り
と
」
と
い
う
項
目
も
立
て
ら
れ
て
い
て
、

「
振
鈴
な
ど
、
金
属
が
音
を
立
て
る
さ
ま
」
と
い
う
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
。
材
質

の
違
い
に
よ
る
語
句
の
使
い
分
け
と
も
解
さ
れ
る
が
、
天
正
本
の
こ
の
部
分
は
金
属

と
木
ま
た
は
竹
が
ぶ
つ
か
っ
て
立
て
る
音
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

　

Q
uararito.

副
詞
。
戸
を
す
っ
か
り
完
全
に
開
く
さ
ま
、
ま
た
は
、
何
か
物

を
す
っ
か
り
延
べ
拡
げ
る
さ
ま
。

　
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

当
該
部
分
は
、
天
理
本
・
鱸
庖
丁
で
は

　

一
の
刀
に
て
ぎ（

魚
　
　
頭
）

よ
と
う
を
つ
ぎ
、
二
の
刀
に
て
上（
身
）みを

お
ろ
し
、
お
ろ
し
も
あ

へ
ず
、
し
つ
と
ゝ
か
へ
し
、
下
み
を
お
ろ
し
、
中
打
、
と
う
〳
〵
ど
し
て
、
い

ざ
、
い
り
物
し
て
た
べ
す

　
と
あ
っ
て
、
箸
と
包
丁
を
戻
す
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
虎
明
本
・
鱸
庖
丁
で
は
、
次

に
見
る
よ
う
に
、
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
た
か
た
ち
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
其
後
に
い
た
ひ
き
よ
せ
て
、
ふ
つ
は
と
き
つ
て
し
つ
と
ゝ
う
ち
つ
け
、
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分
す
る
さ
ま
で
あ
る
。

　

X
ittorito.

副
詞
。
お
と
な
し
く
、
な
ご
や
か
に
、
ま
た
じ
ゃ
、
静
か
に
。 

¶
X
ittorito xita fito.

（
し
つ
と
り
と
し
た
人
）
温
和
で
も
の
静
か
な
人
。

　　
『
日
葡
辞
書
』
に
あ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
落
ち
着
い
た
様
子
で
包
丁
を
用
い
て

い
る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
。
虎
明
本
・
天
理
本
で
は
両
者
と
も
に
該
当
部
分
に
対
応

す
る
表
現
、
つ
ま
り
は
「
な
を
す
」
こ
と
の
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。

　　

＊
す
っ
ぱ
り
す
っ
ぱ
り

上
身
下
身
を
す
ツ
は
り
〳
〵
と
お
ろ
し
（
46
オ
6
）

　　

鯉
を
三
枚
に
お
ろ
す
際
に
、
上
身
と
下
身
を
中
骨
か
ら
き
れ
い
に
切
り
離
す
さ
ま

の
表
現
で
あ
り
、
包
丁
の
切
れ
味
が
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
す
っ

ぱ
り
」
は
『
日
葡
辞
書
』
に
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町

時
代
編
』
で
は
「
小
気
味
よ
い
切
れ
味
で
、
次
次
と
物
を
切
っ
て
ゆ
く
さ
ま
。」
と

語
義
を
説
明
し
た
後
に
、
用
例
と
し
て
天
正
本
の
こ
の
部
分
と
天
理
本
（
狂
言
六

義
）
の
鱸
包
丁
「
す
つ
ば
り
す
つ
ば
り
と
つ
く
っ
て
」
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、
天
理

本
の
例
と
し
て
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
が
挙
げ
る
箇
所
は
、
鯉
を

さ
ば
く
部
分
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
膾
を
つ
く
る
場
面
の
例
で
あ
る
。

　　

＊
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ど

中
打
ち
や
う
〳
〵
と
（
46
ウ
1
）

　　

鯉
の
中
骨
部
分
を
包
丁
で
さ
ば
く
際
に
た
て
る
音
の
表
現
と
解
さ
れ
る
。
全
釈
で

　　

こ
こ
の
仮
名
「
む
」
は
促
音
を
表
記
し
た
も
の
だ
が
、
全
釈
は
「
動
作
の
す
ば
や

い
さ
ま
を
表
す
擬
態
語
」
と
解
釈
す
る
。
天
理
本
で
は
「
れ
い
し
き
の
水
こ
そ
げ
、

さ
つ
〳
〵
と
三
度
す
る
ま
ゝ
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
な
板
の
上
の
水
を
拭
き
取
る

さ
ま
の
表
現
で
あ
る
。

　

こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
形
が
問
題
と
な
る
。『
日
葡
辞
書
』
に

は
「
さ
っ
さ
と
」
を
立
項
す
る
。

　

Sassato.

紙
と
か
布
ぎ
れ
と
か
の
よ
う
な
物
が
裂
け
破
れ
る
音
の
形
容
。
例
、

Sassato cam
iuo saqu.

（
さ
つ
さ
と
紙
を
裂
く
）
音
を
立
て
な
が
ら
紙
を
引

き
裂
く
。¶

M
atcu fuqu caje sassato xite, &

c.

（
松
吹
く
風
さ
つ
さ
と
し

て
、
云
々
）
松
の
木
に
吹
き
つ
け
る
風
が
音
を
立
て
て
、
云
々
。

　　

こ
の
「
さ
っ
さ
」
の
語
末
に
促
音
が
挿
入
さ
れ
て
「
さ
っ
さ
っ
」
と
な
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
全
釈
で
は
『
桐
火
桶
』
の
「
百
首
に
は
ま
づ
地
歌
を
珍
し
げ
な
く
さ4

つ
さ
つ

4

4

4

と
読
み
わ
た
し
て
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
い
る
。

　　

＊
し
っ
と
り
し
っ
と
り
と

其
後
上
身
下
身
を
す
ツ
は
り
〳
〵
と
お
ろ
し
、
し
む
と
り
〳
〵
と
な
を
し

（
46
オ
7
）

上
ふ
く
め
ん
よ
り
下
ふ
く
め
ん
に
い
た
る
ま
で
、
し
つ
と
り
〳
〵
と
な
を
し

（
46
ウ
3
）

　　

と
も
に
「
な
を
す
」
さ
ま
、
具
体
的
に
は
前
者
が
包
丁
で
さ
ば
い
た
鯉
の
切
り
身

を
並
べ
る
さ
ま
、
後
者
が
三
枚
に
お
ろ
し
た
中
骨
部
分
を
上
か
ら
下
ま
で
丁
寧
に
検
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初
期
狂
言
台
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生

と
説
明
す
る
。「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ど
」
と
「
と
う
と
う
」
は
語
形
の
上
に
も
何
ら
か

の
連
関
が
想
定
で
き
そ
う
で
は
あ
る
。

　　

＊
は
ら
り
と

は（
箸
）し
・
は（

包

 

 

丁

）

ふ
ち
や
う
を
お
ツ
と
ツ
て
、
据
ゑ
た
る
鯉
を
ば
き
ら
ず
し
て
、
し

ひ
た
る
板
を
一
け
ん
は
ら
り
と
は
ず
し
（
45
ウ
6
）

　　

庖
丁
師
の
動
き
に
無
駄
が
な
く
、
軽
快
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
た

だ
し
、『
日
葡
辞
書
』
に
は
こ
こ
で
の
用
法
に
該
当
す
る
説
明
は
見
当
た
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
。

　

Fararito.

副
詞
。
す
べ
て
、
あ
る
い
は
、
す
っ
か
り
。

Pararito. l, fararito.

副
詞
。
穀
物
な
ど
、
何
か
物
が
落
ち
る
際
に
立
て
る
音

の
形
容
。¶

ま
た
、
す
べ
て
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
。
例
、Pararito 

tatta.

（
ぱ
ら
り
と
立
つ
た
）
一
人
残
ら
ず
皆
立
ち
上
が
っ
た
。

　　

天
理
本
で
は
「
板
と
つ
て
ひ
き
よ
せ
」
と
あ
っ
て
、
包
丁
師
の
動
き
を
形
容
す
る

表
現
は
見
当
た
ら
な
い
。

　　

ち
な
み
に
、「
う
ち
み
」
は
天
正
本
中
で
も
っ
と
も
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
多
用
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
曲
で
あ
る
。
庖
丁
使
い
の
様
子
の
表
現
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い

て
印
象
を
強
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

は
「
金
属
性
の
非
常
に
か
ん
高
い
音
が
つ
づ
い
て
響
く
さ
ま
の
擬
声
語
。」
と
す
る
。

包
丁
師
が
二
本
の
包
丁
を
用
い
て
三
枚
に
下
ろ
す
時
に
、
金
属
と
金
属
が
ぶ
つ
か
っ

て
た
て
る
音
で
あ
る
。「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ど
」
は
『
日
葡
辞
書
』
に

　

Chŏchŏdo.
副
詞
。
打
つ
さ
ま
。¶

Chŏhŏdo 
vtçu.

（
丁
々
ど
打
つ
）
手
で

人
を
な
ぐ
る
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
擬
音
の
表
現
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、『
日
葡
辞
書
』

の
記
述
を
手
掛
か
り
と
す
る
に
も
限
界
が
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

右
の
部
分
は
、
天
理
本
に
「
中
打
、
と
う
〳
〵
ど
し
て
、
い
ざ
、
い
り
物
し
て
た

べ
す
」
と
あ
る
。「
と
う
と
う
ど
」
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
が

　

と
う
と
う
（
副
）
打
ち
鳴
ら
す
鼓
・
太
鼓
な
ど
の
音
の
形
容
。
ま
た
、
音
高
く

鼓
・
太
鼓
な
ど
を
う
ち
鳴
ら
す
さ
ま
。
↓
ど
う
ど
う
。

　
と
説
明
す
る
。「
ど
う
ど
う
」
に
つ
い
て
は
「
重
た
い
も
の
が
次
次
と
崩
れ
た
り
打

ち
当
た
っ
た
り
し
て
た
て
る
大
き
な
音
の
形
容
。
ま
た
、
そ
の
大
き
な
音
が
鳴
り
響

く
さ
ま
。」
と
す
る
。「
ち
ゃ
う
ち
ゃ
う
ど
」
と
は
大
き
な
音
で
あ
る
ら
し
い
点
で
は

共
通
す
る
が
、
そ
の
音
の
性
質
に
は
若
干
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
の
「
ち
や
う
ち
や
う
ど
」
は

　

①
め
り
は
り
の
き
い
た
一
定
の
リ
ズ
ム
で
、
音
を
た
て
て
勢
い
よ
く
、
物
が
打

ち
つ
け
ら
れ
る
さ
ま
。
②
要
所
要
所
を
押
え
て
、
的
確
に
事
が
な
さ
れ
る
さ
ま
。

（
用
例
は
省
略
）
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鳥
ノ
名
ニ
シ
ヽ
ウ
カ
ラ
如
何　

コ
レ
ハ
カ
ノ
鳥
ノ
ナ
ク
音
ノ
チ
ン
〳
〵
カ
ラ
〳
〵

ト
キ
コ
ユ
ル
ヲ
シ
ヽ
ウ
カ
ラ
ト
イ
ヒ
ナ
セ
ル
也
（
名
語
記
・
巻
十
33
オ
）

　
と
あ
り
、『
名
語
記
』
に
時
折
見
ら
れ
る
牽
強
付
会
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
鳴
き

声
が
「
か
ら
か
ら
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。

　
「
か
ら
か
ら
」
な
の
か
「
が
ら
が
ら
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
、『
日
葡
辞
書
』
に
は

両
方
と
も
に
立
項
さ
れ
て
い
て
、
に
わ
か
に
は
判
断
し
が
た
い
。

　

Caracara.

副
詞
。
大
笑
い
す
る
さ
ま
。

Caracarato.

同
上
。¶

Caracarato 
varŏ.

（
か
ら
か
ら
と
笑
ふ
）
大
笑
い

を
す
る
。

Garagarato.

副
詞
。
振
鈴
、
鈴
、
将
棋
の
駒
、
胡
桃
な
ど
の
な
る
音
の
形
容
。

Guaraguarato.

副
詞
。
石
の
山
が
崩
れ
落
ち
る
さ
ま
、
ま
た
は
、
雷
な
ど
の

鳴
る
形
容
。
例
、Cam

inariga 
guaraguarato 

naru.

（
雷
が
ぐ
わ
ら
ぐ
わ

ら
と
鳴
る
）

　　

＊
つ
く
づ
く

み
ゝ
つ
く
〳
〵
こ
れ
を
ち
や
う
ま
し
て
（
52
オ
2
）

　　
「
つ
く
づ
く
と
」
の
形
で
「
鳴
子
遣
子
」
の
項
で
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
部
分
は

助
詞
「
と
」
を
伴
わ
な
い
か
た
ち
で
あ
る
。「
ち
や
う
ま
」
は
「
聴
聞
」
の
音
訛
で

あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
神
経
を
集
中
さ
せ
耳
を
す
ま
し
て
聞
く
さ
ま
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　

　

鳥
説
教

　

　　

鳥
の
名
や
鳴
き
声
が
頻
繁
に
洒
落
に
用
い
ら
れ
る
曲
で
は
あ
る
が
、
現
行
曲
に
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
天
正
本
の
本
文
の
み
で
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

　　

＊
し
と
し
と
と

か
け
す
、
し
と
〳
〵
と
あ
ゆ
み
よ
り
（
51
ウ
3
）

　　
『
日
葡
辞
書
』
補
遺
篇
に

　

X
itoxito.

副
詞
。
物
事
を
ゆ
っ
く
り
と
き
ち
ん
と
す
る
さ
ま
。
例
、X

itoxito 
m
onouo suru.

（
し
と
し
と
物
を
す
る
）
物
事
を
ゆ
っ
く
り
と
念
入
り
に
す
る
、

な
ど
。（
補
遺
篇
）

　
と
あ
り
、
落
ち
着
い
て
静
か
に
近
づ
く
さ
ま
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
部
分

は
「
鳥
の
名
ホ
ホ
ジ
ロ
の
方
言
シ
ト
ト
を
か
け
る
」（
全
釈
）
箇
所
で
あ
る
が
、
歩

み
寄
る
鳥
が
カ
ケ
ス
で
あ
る
の
に
対
し
て
別
の
種
類
で
あ
る
ホ
ホ
ジ
ロ
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
な
ど
、
歩
み
寄
る
さ
ま
の
単
純
な
形
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　　

＊
か
ら
か
ら
と

し
も
く
お
つ
鳥
、
か
も
四
十
か
ら
〳
〵
と
う
と
ふ
や
す
か
た
（
51
ウ
5
）

　　

四
十
雀
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
が
ら
が
ら
」
が
掛
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

四
十
雀
の
鳴
き
声
の
聞
き
な
し
は
、
現
代
で
は
ツ
ー
ピ
ー
や
ジ
ャ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
と

す
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
が
、『
名
語
記
』
に
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る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生

　　

地
蔵
坊
（
地
蔵
舞
）　

　　

＊
よ
ろ
よ
ろ

こ
な
た
へ
も
よ
ろ
〳
〵
、
か
な
た
ゑ
も
よ
ろ
〳
〵
、
〳
〵
〳
〵
〳
〵
と
い
ゝ

す
て
ゝ
（
58
ウ
2
〜
4
）

　　

旅
の
僧
で
あ
る
地
蔵
坊
が
、
諸
国
行
脚
の
途
中
で
宿
を
借
り
、
酒
に
酔
っ
た
た
め

に
足
元
が
ふ
ら
つ
く
状
態
に
な
っ
た
ま
ま
自
分
の
寺
を
目
指
す
と
い
う
話
で
あ
る
。

曲
の
末
尾
近
く
で
、
ふ
ら
つ
い
た
足
取
り
の
さ
ま
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
よ
ろ
〳
〵
」

が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

Y
oroyoro.

副
詞
。
老
人
、
病
人
、
弱
い
人
、
酔
っ
た
人
な
ど
が
よ
ろ
め
き
な

が
ら
歩
く
さ
ま
。（
補
遺
篇
）

　　

虎
明
本
・
天
理
本
と
も
に
「
よ
ろ
よ
ろ
」
を
繰
り
返
す
点
は
同
じ
で
あ
る
。

　

虎
明
本　

ひ
だ
り
へ
よ
ろ
よ
ろ
、
右
の
か
た
へ
よ
ろ
〳
〵
、
よ
ろ
〳
〵
〳
〵
と

よ
ろ
め
け
ど

天
理
本
（
抜
書
）　

左
の
か
た
へ
よ
ろ
〳
〵
、
右
の
方
へ
よ
ろ
〳
〵
、
よ
ろ

〳
〵
よ
ろ
と
よ
ろ
め
け
ど
も

　　

膏
薬
練

　

　　

＊
ち
ゃ
う
ど

　

＊
ち
ん
ち
ん

〽
ち
ん
〳
〵
（
53
オ
5
）

　　

こ
の
曲
の
末
尾
に
置
か
れ
、
鉦
の
音
が
鳴
る
こ
と
で
お
務
め
の
時
間
が
来
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
ち
ん
ち
ん
」
で
鉦
の
音
を
表
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

『
日
葡
辞
書
』
に
は
「Chinchinto 

xite.

静
か
に
、
お
だ
や
か
に
。」
と
あ
る
が
、

こ
の
語
義
説
明
は
漢
語
「
沈
々
」
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
金
属

が
立
て
る
音
と
し
て
の
「
ち
ん
ち
ん
」
は
『
日
葡
辞
書
』
に
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
と
な
る
。

　　

恋
の
祖
父
（
枕
物
狂
）　

　　

＊
は
ら
は
ら
と

は
ら
〳
〵
と
ふ
る
雨
も
（
54
ウ
2
）

　　
『
日
葡
辞
書
』
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

farafarato.

副
詞
。
雨
の
降
る
さ
ま
、
ま
た
は
、
涙
の
流
れ
落
ち
る
さ
ま
、

ま
た
は
、
敵
勢
を
多
く
打
ち
倒
し
て
斬
る
さ
ま
。
例
、T

eqiuo 
farafarato 

qirifuxete, 
&
c.

（
敵
を
は
ら
は
ら
と
斬
り
伏
せ
て
、
云
々
）
敵
を
斬
り
倒
し

て
。

　　

虎
明
本
・
天
理
本
と
も
に
右
の
箇
所
に
対
応
す
る
部
分
が
な
い
が
、『
日
葡
辞
書
』

の
説
明
の
冒
頭
で
「
雨
の
降
る
さ
ま
」
と
記
す
よ
う
に
、
静
か
に
雨
が
降
る
こ
と
を

表
現
し
て
い
る
。
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＊
は
っ
た
と

馬
の
方
を
は
ツ
た
と
に
ら
む
（
59
ウ
9
）

舟
の
方
を
は
ツ
た
と
ね
ら
む
（
60
ウ
8
）

　　

こ
の
曲
は
京
の
薬
売
り
と
鎌
倉
の
薬
売
り
が
そ
れ
ぞ
れ
の
売
る
薬
の
効
能
を
自
慢

し
、
比
べ
合
う
話
で
あ
る
が
、「
は
っ
た
」
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
相
手
を
威
嚇
す
る

場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、『
日
葡
辞
書
』
で
は

　

Fattato.

副
詞
。
突
然
。
例
、Fattato aqireta.

（
は
つ
た
と
惘
れ
た
）
不
意

に
び
っ
く
り
し
た
。

　
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
は
た
と
」
も
立
項
す
る
が
、
そ
の
語

義
説
明
は
「
不
意
に
、
ま
た
は
、
突
然
」
で
あ
り
、
天
正
本
の
こ
の
箇
所
の
説
明
に

合
う
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
虎
明
本
・
天
理
本
と
も
に
、
右
の
二
箇
所
に

対
応
す
る
部
分
は
見
ら
れ
な
い
。

　　

伊
文
字
関
（
伊
文
字
）　

　　

＊
ほ
ろ
り
と

梅
は
ほ
ろ
り
と
落
れ
ど
も
、
鞠
は
枝
と
ま
ツ
た
（
63
ウ
6
）

　　
「
梅
」
字
の
直
前
に
「
同
」
が
小
書
き
添
え
ら
れ
、
直
前
の
語
句
「
山
の
は
に
か

か
つ
た
」
に
同
じ
く
小
書
き
で
添
え
ら
れ
た
「
〽
」
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示

し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
語
句
は
謡
わ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

ゆ
び
の
本
へ
ち
や
う
と
来
る
（
60
オ
2
）

　　

全
釈
で
は
「
こ
こ
で
は
物
が
激
し
く
ぶ
つ
か
り
あ
う
様
を
示
す
擬
態
語
。
ま
た
そ

の
瞬
間
に
発
す
る
擬
声
語
。
は
っ
し
と
。
ば
し
っ
と
。」
と
解
す
る
。『
日
葡
辞
書
』

の
説
明
も
お
お
む
ね
同
じ
で
は
あ
る
。

　

Chŏdo.

副
詞
。
か
っ
ち
り
と
正
確
に
、
ま
た
は
、
過
不
足
な
し
に
。¶

ま
た
、

打
ち
な
ぐ
る
さ
ま
。
例
、Chŏdo vtçu.

（
丁
ど
打
つ
）

　　

天
正
本
の
こ
の
箇
所
は
、
源
頼
朝
の
富
士
の
巻
狩
り
に
際
し
て
、
大
黒
と
い
う
名

の
馬
が
天
高
く
逃
げ
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鎌
倉
の
薬
売
り
が
そ
の
馬
を
膏
薬
に

よ
っ
て
引
き
寄
せ
る
場
面
で
あ
る
。
馬
が
指
元
に
当
た
る
と
い
う
に
は
誇
張
も
含
ま

れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
薬
の
効
能
に
よ
っ
て
と
も
か
く
も
馬
が
強
く
引
き
寄
せ
ら
れ
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
部
分
は
、
虎
明
本
、
天
理
本
と
も
に
、
馬
が
い
け
ず
き
と
な
っ
て
い
て
、
宇

治
川
の
合
戦
で
の
先
陣
争
い
を
し
た
馬
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
場
面
で
の
表
現
は
、

　

虎
明
本　

か
の
い
け
づ
き
が
、
じ
り
〳
〵
と
、
す
い
す
ゑ
ら
れ
た
を
ミ
て

天
理
本
（
抜
書
）　

す
ら
り
〳
〵
と
、
す
う
ほ
ど
に
〳
〵
、
そ
の
ま
ゝ
ゆ
び
の

さ
き
ま
で
す
い
よ
せ
て

　
と
あ
っ
て
、「
ち
ゃ
う
ど
」
に
対
応
す
る
表
現
は
あ
る
も
の
の
、「
じ
り
じ
り
と
」

「
す
ら
り
す
ら
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
激
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
と
は
な
っ
て
い

な
い
。
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初
期
狂
言
台
本
に
み
え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生

と
あ
る
も
の
の
、
全
釈
が
言
う
よ
う
に
「
擬
声
語
。
チ
ド
リ
や
ヒ
バ
リ
な
ど
小
鳥
の

鳴
き
声
。」
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

た
だ
し
、
本
文
は

　

ち
り
〳
〵
や
ち
り
〳
〵
〳
〵
〳
〵
や
〳
〵

　
で
あ
り
、
く
の
字
点
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
大
蔵
流
虎
明
本
と
和
泉
流
天
理
本
の
本

文
は
そ
れ
ぞ
れ
、

　

虎
明
本　

〽
ち
り
〳
〵
や
〳
　〵

ち
り
〳
〵
や
ち
り
〳
〵
と
、
と
も
よ
ぶ
所
に

天
理
本　

拍
子
に
か
ゝ
つ
て
、『
は
ま
千
鳥
の
友
よ
ぶ
こ
ゑ
は
』
と
お
ほ
せ
ら

る
れ
ば
、
身
ど
も
が
『
ち
り
〳
〵
や
、
ち
り
〳
〵
』
と
云
て
、
網
を

ふ
す
る
ま
ね
を
す
る
事
じ
や

　
と
あ
る
こ
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、

　

ち
り
〳
〵
や
ち
り
〳
〵
、
〳
〵
〳
〵
や
〳
〵

　
の
①
②
は
い
ず
れ
も
「
ち
り
ち
り
」
で
、
③
も
直
前
の
②
と
同
様
、「
ち
り
ち
り
」

と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
④
の
く
の
字
点
一
つ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
。
厳
格
に

考
え
れ
ば
、「
ち
り
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
ち
り
」
の
二
文

字
を
く
の
字
点
で
繰
り
返
す
際
に
、
さ
ほ
ど
の
厳
密
さ
を
求
め
な
か
っ
た
可
能
性
は

あ
ろ
う
と
考
え
て
「
ち
り
ち
り
」
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
右
に
掲
げ
た

虎
明
本
中
に
見
ら
れ
る
く
の
字
点
一
つ
の
例
も
同
じ
と
考
え
た
い
。
よ
っ
て
、
こ
の

項
の
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う
に
、「
ち
り
ち
り
」
と
い
う
語
形
を
四
例
分
と
し
て
扱
っ

①

②

③

④

れ
ま
で
に
見
て
き
た
の
と
同
じ
く
、
虎
明
本
・
天
理
本
と
も
に
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
と

ら
れ
て
い
る
。

　

虎
明
本　

〽
梅
ハ
ほ
ろ
り
と
お
つ
れ
共

天
理
本
（
抜
書
）　

梅
は
ほ
ろ
り
と
お
つ
る
と
も

　　
「
ほ
ろ
り
と
」
は
、
力
を
加
え
ず
に
梅
の
花
び
ら
が
自
然
に
落
ち
る
さ
ま
を
表
し

て
い
る
。
固
定
化
し
た
章
句
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

Fororifororito.

副
詞
。
何
か
物
が
崩
れ
る
と
か
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
砕
け
る
と
か
す

る
さ
ま
。¶

ま
た
、
眼
か
ら
涙
の
落
ち
る
さ
ま
。

Fororito.

同
上
。¶

Fororito doxinga vocotta.

（
ほ
ろ
り
と
道
心
が
発
つ

た
）
心
や
さ
し
く
、
信
仰
す
る
気
に
な
る
。

　　

浜
千
鳥
（
千
鳥
）　

　　

＊
ち
り
ち
り

は
ま
千
鳥
の
友
よ
ぶ
聲
は
、
ち
り
〳
〵
や
ち
り
〳
〵
、
〳
〵
〳
〵
や
〳
〵
、

と
ひ
や
う
し
に
か
ゝ
り
て
ま
ふ
。（
72
ウ
2
）

　　
『
日
葡
辞
書
』
に

　

Chirichirito.

副
詞
。
勢
い
よ
く
軽
や
か
に
流
れ
る
さ
ま
。¶

ま
た
、
水
が
滴

る
さ
ま
、
あ
る
い
は
、
水
が
垂
れ
落
ち
る
さ
ま
。
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と
し
て
行
く
さ
ま
。

Y
urayurato.

副
詞
。Y

urarito

の
条
を
見
よ
。（
こ
の
項
の
み
補
遺
篇
）

X
araxarato. l, xararito. l, xararixararito.

婦
人
の
帯
の
端
が
だ
ら
り
と

下
へ
垂
れ
て
い
る
な
ど
、
何
か
物
が
下
へ
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
さ
ま
。¶

ま
た
、

足
に
は
い
た
草
履
そ
の
他
の
履
物
が
、
街
路
な
ど
を
通
る
時
に
音
を
立
て
た
り
、

鳴
り
ひ
び
い
た
り
す
る
形
容
。

　
た
だ
し
、
そ
の
説
明
は
軽
や
か
な
さ
ま
、
余
裕
の
あ
る
さ
ま
な
ど
で
、
ゆ
れ
動
く
さ

ま
に
近
い
の
は
「
婦
人
の
帯
が
垂
れ
下
が
る
さ
ま
」
ぐ
ら
い
の
も
の
か
。

　　

比
丘
貞

　

　　

＊
づ
ん
ば
と

本
よ
り
お（

御
 
 
寮
）

り
や
う
、
お
わ（
足
）し
も
め（
米
）ゝ

も
す
ツ
は
と
以
け
れ
ば
（
94
ウ
7
）

　　

全
書
は
「
方
言
の
「
ず
っ
ぱ
り
」
と
同
じ
く
、
澤
山
に
の
意
で
あ
ろ
う
。」、
全
釈

は
全
書
の
頭
注
を
引
き
つ
つ
も
不
明
と
し
て
、
次
い
で
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　

『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
ず
っ
ぱ
」
に
、
物
の
多
い
さ
ま
を
表
す
語
と
し
て
天
正

本
の
こ
の
例
を
挙
げ
、
ま
た
青
森
県
方
言
と
し
て
「
弁
当
箱
に
ず
っ
ぱ
と
詰
め

る
」「
汚
な
い
物
が
ず
っ
ぱ
と
た
ま
っ
た
」
を
掲
げ
る
。
い
ま
こ
れ
に
従
い
ズ

ッ
パ
と
よ
み
、
た
く
さ
ん
の
意
の
副
詞
と
す
る
。「
ど
っ
さ
り
」
と
で
も
口
訳

す
れ
ば
語
感
が
近
い
で
あ
ろ
う
か
。（
略
）「
あ
大
ら
」
ア
ホ
ン
ダ
ラ
が
愚
か
者

の
意
と
そ
く
ざ
に
理
解
で
き
る
の
は
関
西
人
で
あ
る
か
ら
、「
あ
大
ら
」
と
共

に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
す
つ
は
」
も
関
西
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
そ
ら

た
。

　　

若
菜

　

　　

＊
ゆ
ら
り
し
ゃ
ら
り
と

〽
行
も
行
れ
ず
、
も
ど
ら
れ
ず
。
同

ゆ
ら
り
し
や
ら
り
と
波
の
上
の
さ
か

も
り
。（
88
ウ
7
）

　　

新
春
の
若
菜
摘
み
に
出
か
け
た
大
名
が
大
原
女
た
ち
と
歌
う
謡
の
部
分
で
あ
る
。

「
ゆ
ら
り
し
ゃ
ら
り
」
は
酒
宴
の
さ
ま
を
波
の
上
の
酒
盛
り
に
喩
え
、「
の
ん
び
り
ゆ

ら
ゆ
ら
ゆ
れ
動
く
さ
ま
」（
全
釈
）
を
表
し
た
も
の
。
大
蔵
流
虎
明
本
・
和
泉
流
天

理
本
（
抜
書
）
と
も
に
「
ゆ
ら
り
さ
ら
り
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

虎
明
本　

ゆ
ら
り
さ
ら
り
と
な
ミ
の
う
へ
の
さ
か
も
り
、
は
う
こ
ぐ
さ
を
さ
か

な
に
、
い
ざ
や
酒
を
の
ま
ふ
よ

天
理
本
（
抜
書
）　

ゆ
ら
り
さ
ら
り
と
、
浪
の
上
の
酒
も
り
、
は
う
こ
草
を
さ

か
な
に
、
い
さ
や
酒
を
の
ま
ふ
よ

　　
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「
ゆ
ら
り
し
ゃ
ら
り
」
で
の
立
項
は
な
い
も
の
の
、「
ゆ
ら
り

と
」「
し
ゃ
ら
り
と
」
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。

Y
urarito.

副
詞
。
さ
っ
と
軽
や
か
に
跳
ん
だ
り
、
登
っ
た
り
、
ま
た
は
、
馬

に
乗
っ
た
り
す
る
さ
ま
。
例
、Y

urarito vm
ani vchinoru.

（
ゆ
ら
り
と
馬

に
打
ち
乗
る
）
さ
っ
と
巧
み
に
馬
に
乗
る
。

Y
urariyurarito.

副
詞
。
馬
に
乗
る
な
り
、
徒
歩
で
行
く
な
り
し
て
、
悠
然
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え
る
オ
ノ
マ
ト
ペ　
　
　

柴
田
雅
生

　

梟
　

　　

＊
ほ
ほほ

ほ
や
〳
〵
。
ひ
や
う
し
ど
め
。（
95
ウ
4
）

　　

弟
に
取
り
憑
い
た
梟
の
精
を
、
兄
が
山
伏
に
祈
禱
を
依
頼
す
る
が
、
見
事
に
失
敗

し
兄
に
も
移
る
と
い
う
話
の
終
幕
の
部
分
で
あ
る
。

　

こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
対
す
る
説
明
は
、
全
釈
が
示
す
「
ふ
く
ろ
う
の
鳴
き
声
の
擬

声
語
。」
に
尽
き
る
が
、
虎
明
本
・
梟
で
は
「
ほ
ゝ
ん
、
の
り
す
り
お
け
」
と
い
う

別
の
聞
き
な
し
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
天
理
本
・
梟
で
は
、
本
文
中
に

「
一
こ
ゑ
な
く
」「
一
こ
ゑ
な
い
て
」
と
あ
り
、
前
者
の
頭
注
に
「
波
形
本
に
「
ほ
ゝ

ん
」
と
鳴
く
と
あ
る
」
と
示
す
。
梟
の
鳴
き
声
と
言
え
ば
「
ほ
ほ
」
ま
た
は
「
ほ

ほ
」
を
含
む
形
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
天

理
本
の
抜
書
部
分
に
は
梟
の
鳴
き
声
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
。

　　

二
千
石

　

　　

＊
は
ら
り
と

い
づ
く
と
も
し
ら
ず
鴈
一
む
ら
は
ら
り
と
と
ぶ
。（
104
ウ
9
）

　　
「
う
ち
み
」
の
項
に
既
出
。
全
釈
で
は
「
複
数
の
も
の
が
い
っ
せ
い
に
動
く
さ
ま
。

ま
た
は
軽
く
す
ば
や
い
さ
ま
。」
と
解
釈
す
る
よ
う
に
、
雁
の
群
れ
が
一
斉
に
飛
ぶ

さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
源
義
家
の
逸
話
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
部
分
は
、

虎
明
本
・
天
理
本
に
は
対
応
箇
所
が
見
ら
れ
な
い
。

く
「
す
つ
は
」
は
た
く
さ
ん
を
意
味
す
る
中
世
末
期
の
関
西
語
で
あ
っ
て
、
漸

次
地
方
へ
伝
播
し
て
い
っ
て
消
滅
し
、
現
在
は
青
森
県
方
言
と
し
て
わ
ず
か
に

残
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　　

し
か
し
、「
ず
ん
ば
」
に
つ
い
て
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
が

施
す
解
釈
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ず
つ
ぱ
と
（
副
）
数
量
の
、
い
か
に
も
お
び
た
だ
し
い
さ
ま
。

　　

用
例
と
し
て
虎
明
本
狂
言
の
「
お
冷
や
し
」
の
例
「
水
を
ず
つ
は
と
入
て
」
と
、

天
正
本
狂
言
の
こ
の
箇
所
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
日
葡
辞
書
』
に
お
い
て
も

　

Zzubato.

ヅ
バ
ト
（
づ
ば
と
）　

副
詞
。
容
器
な
ど
に
物
が
い
っ
ぱ
い
に
満
ち

て
い
る
さ
ま
。
例
、M

izzuga 
zzubato 

gozaru.
（
水
が
づ
ば
と
ご
ざ
る
）

容
器
が
水
で
一
杯
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
説
明
さ
れ
て
い
る
「
づ
ば
と
」
の
撥
音
挿
入
形
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
気
に
な

る
点
と
い
え
ば
、
液
体
に
関
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
え
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
点

は
さ
ら
な
る
考
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
天
理
本
は
天
正
本
に
同
じ
く
「
ず
ん

ば
」
で
あ
る
が
、
虎
明
本
は
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
ず
「
お
ほ
く
」
と
表
現
す
る
。

　

虎
明
本　

お
あ
し
も
め
ゝ
も
、
お
ほ
く
持
た
れ
ハ

天
理
本
（
抜
書
）　

お
あ
し
も
め
ゝ
も
、
す
つ
は
と
持
た
れ
は
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参
考
文
献

池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
本
文
編
上
・
中
・
下
』（
一
九
七
二
〜
八
三
年
、
表
現

社
）

内
山
弘
編
著
『
天
正
狂
言
本
本
文
・
総
索
引
・
研
究
』（
一
九
九
八
年
、
笠
間
書
院
）

大
塚
光
信
編
『
大
蔵
虎
明
能
狂
言
集
翻
刻
註
解
』（
二
〇
〇
六
年
、
清
文
堂
）

小
野
正
弘
編
『
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
辞
典
』（
二
〇
〇
七
年
、
小
学
館
）

金
井
清
光
『
天
正
狂
言
本
全
釈
』（
一
九
八
九
年
、
風
間
書
房
）

北
川
忠
彦
ほ
か
校
注
『
天
理
本
狂
言
六
義
上
・
下
』（
一
九
九
四
〜
五
年
、
三
弥
井
書
店
）

笹
野
堅
校
訂
『
大
蔵
虎
寛
本
能
狂
言
上
・
中
・
下
』（
一
九
四
二
〜
四
五
年
、
岩
波
書
店
）

土
井
忠
生
訳
『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
』（
一
九
五
五
年
、
三
省
堂
）

中
里
理
子
『
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
義
変
化
研
究
』（
二
〇
一
七
年
、
勉
誠
出
版
）

古
川
久
校
註
『
日
本
古
典
全
書
狂
言
集
・
下
』（
一
九
五
六
年
、
朝
日
新
聞
社
）

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』（
一
九
八
五
〜
二
〇
〇
一
年
、
角
川
書
店
）

田
山
方
南
校
閲
北
野
克
写
『
名
語
記
』（
一
九
八
三
年
、
勉
誠
社
）

四
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
縷
々
述
べ
来
た
っ
た
が
、
天
正
狂
言
本
に
み
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
意

味
・
用
法
の
精
査
に
終
始
し
た
結
果
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
十
分
な
考
察
と

は
言
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
過
去
の
日
本
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
正
確
に
つ

か
ま
え
る
こ
と
の
難
し
さ
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

　

こ
れ
は
自
戒
を
込
め
て
思
う
こ
と
だ
が
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ
い
て
考
え
る
時
、
現

代
語
で
あ
れ
ば
内
省
に
よ
っ
て
お
お
よ
そ
の
意
味
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
過
去
の
日
本
語
を
相
手
に
す
る
際
、
現
代
語
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に

対
し
て
抱
く
印
象
が
紛
れ
込
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
そ
の
音
形

に
基
づ
い
て
聴
覚
的
印
象
が
把
握
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
か
ら
、
過
去
と
現
代
と

の
間
に
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も

『
源
氏
物
語
』
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
し
て
知
ら
れ
る
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
」

な
ど
は
、
現
代
語
の
語
感
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
現
代

語
の
語
感
を
な
る
べ
く
切
り
離
し
て
古
典
作
品
を
丹
念
に
解
釈
す
る
こ
と
を
積
み
重

ね
て
ゆ
く
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
中
里
理
子
氏
の
『
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
語
義

変
化
研
究
』（
二
〇
一
七
年
、
勉
誠
出
版
）
な
ど
が
出
て
、
少
し
ず
つ
歩
を
進
め
は

じ
め
た
段
階
で
あ
ろ
う
。
氏
の
よ
う
に
歴
史
を
俯
瞰
す
る
立
場
か
ら
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

研
究
は
も
ち
ろ
ん
欠
か
せ
な
い
が
、
同
時
に
個
々
の
資
料
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の

意
味
・
用
法
の
記
述
研
究
も
ま
た
重
要
で
は
な
い
か
。
両
者
が
相
ま
っ
た
か
た
ち
で

日
本
語
に
お
け
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
歴
史
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
期
し
た
い
と
思
う
。

　


