
「
こ
ん
な
」「
意
味
の
こ
と
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
部
分
は
三
度
も
改
稿
す
る
機
会

が
あ
っ
た
の
に
手
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
老

婆
の
こ
の
発
言
は
、
下
人
が
に
き
び
か
ら
手
を
離
し
、

引
剝
に
な
る
と
い
う
宣
言
の
引
き
金
と
な
る
重
要
な
言

葉
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
迂
遠
な
言
い
方
に
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

「
老
婆
の
台
詞
の
後
の
遠
ま
わ
し
な
言
い
方
に
は
ど
ん

な
意
図
が
あ
る
の
か
」

ま
ず
は
こ
の
問
題
へ
の
接
近
を
試
み
る
。

【
解
決
の
た
め
の
接
近
方
法
〈
老
婆
の
台
詞
〉】

　
『
羅
生
門
』
に
お
い
て
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
九

第
十
八
話
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」
及
び
同

書
巻
三
十
一
第
三
十
一
話
「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」
の

使
用
（
引
用
、
原
典
と
し
て
の
認
識
）
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
異
論
を
挟
む
者
は
い
ま
い
。
そ
こ
で
、『
羅
生

門
』
に
お
け
る
発
言
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
先
の
二
作

品
に
お
け
る
発
言
に
注
目
し
て
、

　
「
老
婆
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ

た
。」
の
意
図
に
つ
い
て
探
っ
て
み
た
い
。

後
ど
う
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
や
、「
ど
の

よ
う
な
意
図
で
こ
の
よ
う
に
改
稿
し
た
の
か
」
と
い
う

問
い
か
け
が
よ
く
行
わ
れ
る
。
前
者
の
問
い
か
け
は
生

徒
の
自
由
な
発
想
を
促
す
こ
と
が
主
な
目
的
で
あ
り
、

証
拠
を
提
示
し
て
の
確
た
る
答
え
は
無
い
。
後
者
の
問

い
か
け
に
対
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
膨
大
な
量
の

研
究
が
あ
り
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」「
善
悪
」「
闇
」「
境

界
」「
決
意
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
の
全
て
を
集
約

し
て
教
員
が
説
明
す
る
こ
と
は
授
業
時
間
の
制
約
が
あ

る
こ
と
か
ら
も
至
難
の
業
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ
え
て

問
題
と
し
て
提
示
す
る
。

「
ど
の
よ
う
な
意
図
で
改
稿
し
た
の
か
」

【
問
題
点
の
確
認
Ⅱ
】

　

作
者
の
末
尾
改
稿
の
意
図
を
推
し
量
る
上
で
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
一
つ
あ
る
。
所
謂
「
老
婆
の

論
理
」
と
呼
ば
れ
る
、
老
婆
が
髪
を
抜
い
て
い
た
女
の

こ
と
を
語
っ
た
直
後
の
、

　
「
老
婆
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ

た
。」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
直
接
の
言
葉
を
意
味
す

る
鉤
括
弧
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
だ
い
た
い
」

【
は
じ
め
に
】

　

大
正
七
年
刊
『
羅
生
門
』
の
末
尾
「
下
人
の
行
方
は
、

誰
も
知
ら
な
い
。」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
考
察
を
ま
と
め
た
研
究

ま
で
も
が
あ
る
状
態
で
あ
る
。
本
稿
は
先
哲
に
敬
意
を

表
し
つ
つ
も
そ
れ
ら
の
詳
述
を
避
け
、
末
尾
改
稿
に
対

し
て
考
察
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

【
問
題
点
の
確
認
Ⅰ
】

　
『
羅
生
門
』
の
末
尾
は
三
回
改
稿
が
行
わ
れ
て
い
る
。

①
「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強

盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。」（
大
正
四
年
）

②
「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強

盗
を
働
き
に
急
い
で
ゐ
た
。」（
大
正
六
年
）

③
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。」（
大
正
七
年
）

　

①
が
「
帝
國
文
學
」
に
発
表
さ
れ
た
初
出
の
文
章
で

あ
り
、
②
が
短
編
集
『
羅
生
門
』（
阿
蘭
陀
書
房
）
に

掲
載
さ
れ
た
も
の
、
そ
し
て
③
が
『
鼻
』（
春
陽
堂
）

に
掲
載
さ
れ
た
、「
最
終
稿
」
と
も
言
え
る
も
の
で
あ

る
。

　

改
稿
に
は
必
ず
作
者
の
意
図
が
あ
る
。
高
校
の
授
業

で
は
こ
の
改
稿
の
出
来
事
を
説
明
し
、「
下
人
は
こ
の

芥
川
龍
之
介
『
羅
生
門
』
末
尾
改
稿
に
対
す
る
一
考
察

東
洋
高
等
学
校
　
髙
藤
　
大
空
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「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」

⑪
怪
し
が
り
て
引
き
奪
ひ
て
見
れ
ば
、
蛇
を
四
寸
ば
か

り
に
切
り
つ
つ
入
れ
た
り
。
あ
さ
ま
し
く
思
ひ
て
、

「
此
は
何
の
料
ぞ
」
と
問
へ
ど
も
、

①
、
②
、
③
は
⑧
、
⑨
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

④
は
⑩
と
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑥
、
⑦
に

対
応
す
る
箇
所
が
無
い
の
は
⑤
か
ら
「
大
刀
帯
陣
売
魚

嫗
語
」
の
話
が
入
り
、「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」
の
内

容
を
受
け
て
の
発
言
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
見
る
べ
き
は
⑤
の
表
記
の
仕
方
で
あ

る
。
原
典
と
の
対
応
が
見
ら
れ
る
①
、
②
、
③
、
④
に

し
て
も
、
⑤
の
内
容
か
ら
引
き
継
が
れ
る
⑥
、
⑦
に
し

て
も
、
発
言
前
後
の
表
記
に
問
題
は
無
い
（
稿
者
傍
線

参
照
）。
一
方
、
⑤
は
括
弧
で
の
発
言
が
直
後
に
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
」
で
始
ま

る
。「
こ
ん
な
」
は
「
こ
の
よ
う
な
」
が
約つ

づ

ま
っ
た
言

葉
で
あ
り
、「
話
し
手
が
す
で
に
発
言
し
た
事
柄
な
ど

を
、
そ
れ
と
同
様
だ
と
考
え
ら
れ
る
事
柄
を
も
含
め
て
、

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

話
し
手
自
身
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
例
示
的
に
指
し
示

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す4

こ
と
を
表
す
。（『
新
明
解
国
語
辞
典  

第
六
版
』）」

（
傍
点
稿
者
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
⑤
の
発

言
の
後
は
さ
ら
に
手
が
込
ん
で
い
る
。「
だ
い
た
い
」

（「
細
か
な
所
は
除
い
た
、
主
要
な
部
分
」『
新
明
解
国

語
辞
典  

第
六
版
』）、「
こ
ん
な
」（
前
述
）、
そ
し
て

「
意
味
の
こ
と
」
で
あ
る
。
通
常
我
々
が
「
こ
ん
な
こ

と
を
言
っ
た
」
や
「
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を

言
っ
た
」
を
使
う
場
合
は
、
空
間
的
、
時
間
的
な
隔
た

り
が
あ
る
場
合
か
、
話
者
の
発
言
を
（
主
観
に
基
づ
い

　
「（
前
略
）
わ
し
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
な
、

蛇
を
四
寸
ば
か
り
ず
つ
に
切
っ
て
干
し
た
の
を
、
干

し
魚
だ
と
言
う
て
、
太
刀
帯
の
陣
へ
売
り
に
往
ん
だ

わ
。（
後
略
）」

　

老
婆
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
。

⑥
「
き
っ
と
、
そ
う
か
。」

　

老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
、
下
人
は
嘲
る
よ
う
な
声
で

念
を
押
し
た
。

⑦
そ
う
し
て
、
一
足
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を

に
き
び
か
ら
離
し
て
、
老
婆
の
襟
髪
を
つ
か
み
な
が

ら
、
か
み
つ
く
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
。

　
「
で
は
、
お
れ
が
引
剝
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
。

お
れ
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な

の
だ
。」

続
い
て
、『
今
昔
物
語
集
』
の
先
の
二
作
品
に
お
け
る

全
発
言
を
引
用
す
る
。（
カ
ナ
、
漢
字
表
記
は
改
め

た
。）

「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」

⑧
お
ど
し
て
試
み
む
と
思
ひ
て
、
や
は
ら
戸
を
開
け
て

刀
を
抜
き
て
、「
お
の
れ
は
、
お
の
れ
は
」
と
言
ひ

て
、
走
り
よ
り
け
れ
ば
、

⑨
盗
人
、「
こ
は
何
ぞ
の
嫗
の
、
か
く
は
し
居
た
る
ぞ
」

と
問
ひ
け
れ
ば
、

⑩
嫗
、「
お
の
れ
が
主
に
て
お
は
し
ま
し
つ
る
人
の
失

せ
給
へ
る
を
、
あ
つ
か
ふ
人
の
な
け
れ
ば
、
か
く
て

置
き
奉
り
た
る
な
り
。
そ
の
御
髪
の
長
に
余
り
て
長

け
れ
ば
、
そ
れ
を
抜
き
取
り
て
鬘
に
せ
む
と
て
抜
く

な
り
。
助
け
給
へ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、

　

ま
ず
、『
羅
生
門
』
か
ら
全
発
言
を
抜
粋
す
る
。（
番

号
、
傍
線
稿
者
）

①
「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行
く
。」

　

下
人
は
、
老
婆
が
死
骸
に
つ
ま
ず
き
な
が
ら
、
慌
て

ふ
た
め
い
て
逃
げ
よ
う
と
す
る
行
く
手
を
塞
い
で
、

こ
う
罵
っ
た
。

②
「
何
を
し
て
い
た
。
言
え
。
言
わ
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ

よ
。」

　

下
人
は
、
老
婆
を
突
き
放
す
と
、
い
き
な
り
、
太
刀

の
鞘
を
払
っ
て
、
白
い
鋼
の
色
を
、
そ
の
目
の
前
へ

突
き
つ
け
た
。
け
れ
ど
も
老
婆
は
黙
っ
て
い
る
。

③
そ
こ
で
、
下
人
は
、
老
婆
を
、
見
下
ろ
し
な
が
ら
、

少
し
声
を
和
ら
げ
て
こ
う
言
っ
た
。

　
「
お
れ
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。

今
し
が
た
こ
の
門
の
下
を
通
り
か
か
っ
た
旅
の
者
だ
。

だ
か
ら
お
ま
え
に
縄
を
か
け
て
、
ど
う
し
よ
う
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
今
時
分
、
こ
の
門

の
上
で
、
何
を
し
て
い
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
お
れ
に

話
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
。」

④
そ
の
時
、
そ
の
喉
か
ら
、
か
ら
す
の
鳴
く
よ
う
な
声

が
、
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
、
下
人
の
耳
へ
伝
わ
っ
て
き
た
。

　
「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
か

つ
ら
に
し
よ
う
と
思
う
た
の
じ
ゃ
。」

　

下
人
は
、
老
婆
の
答
え
が
存
外
、
平
凡
な
の
に
失
望

し
た
。

⑤
老
婆
は
、
片
手
に
、
ま
だ
死
骸
の
頭
か
ら
奪
っ
た
長

い
抜
け
毛
を
持
っ
た
な
り
、
蟇
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な

声
で
、
口
ご
も
り
な
が
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
。
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に
使
お
う
と
す
る
姿
勢
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
そ
も
そ
も
の
問
題

で
あ
る
、「
末
尾
の
改
稿
意
図
」
に
切
り
込
ん
で
い
き

た
い
。

【
解
決
の
た
め
の
接
近
方
法〈
末
尾
の
改
稿
意
図
〉】

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
末
尾
部
分
の
改
稿
意
図
に
つ

い
て
は
先
哲
た
ち
の
膨
大
な
量
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ

ら
の
多
く
が
「
下
人
が
最
後
に
奪
っ
て
い
っ
た
も
の
」

に
注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
か
ら
引
用
し
て

い
る
原
典
『
今
昔
物
語
集
』「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人

盗
人
語
」
と
、
明
確
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
簡
単
に

説
明
す
る
と
、

　
『
今
昔
物
語
集
』「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」

で
は
、「
死
人
の
着
た
る
衣
」
と
「
嫗
の
着
た
る
衣
」、

「
抜
き
と
り
て
あ
る
髪
」
を
奪
っ
て
い
く
。
こ
れ
に
対

し
て
『
羅
生
門
』
で
は
、「
老
婆
の
着
物
」
し
か
奪
わ

な
い
。
原
典
で
は
奪
え
る
も
の
を
全
て
掠
奪
し
て
い
る

の
に
、「
引
剝
」
に
な
る
こ
と
を
宣
言
し
た
下
人
は
死

人
の
衣
、
髪
を
奪
わ
な
い
。
こ
れ
が
「
奪
わ
な
い
」
な

の
か
「
奪
え
な
い
」
な
の
か
も
問
題
な
の
だ
が
、
概
ね

こ
の
差
異
に
注
目
し
て
末
尾
へ
の
解
答
を
紡
い
で
い
る
。

先
行
研
究
で
の
微
に
入
り
細
に
入
っ
た
考
察
は
驚
嘆
に

値
す
る
が
、
微
視
的
に
過
ぎ
る
感
は
拭
え
な
い
。
今
回

は
視
野
を
拡
げ
、
全
体
の
流
れ
に
お
け
る
位
置
を
確
認

す
る
こ
と
で
、「
老
婆
の
着
物
」
だ
け
を
奪
っ
た
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
ひ
い
て
は
文
末
の
改
稿
に
は
ど
の
よ
う

な
意
図
が
あ
る
の
か
、
を
考
え
て
い
く
。

け
れ
ば
、
こ
れ
を
役
と
も
て
な
し
て
采
料
に
好
み
け
り
。

あ
る
時
、
大
刀
帯
た
ち
が
北
野
で
鷹
狩
を
し
て
い
る
と
、

な
ぜ
か
野
に
件
の
魚
売
り
の
女
が
い
る
。
一
体
こ
ん
な

と
こ
ろ
で
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ

た
大
刀
帯
た
ち
は
、
女
の
持
っ
て
い
た
ざ
る
を
奪
い
取

り
、
中
を
覗
い
た
。
中
に
は
四
寸
ほ
ど
に
切
っ
た
蛇
が

入
っ
て
お
り
、
大
刀
帯
た
ち
は
「
此
は
何
の
料
ぞ
」
と

問
い
質
す
も
、
女
は
答
え
な
い
。
早
う
此
奴
の
し
け
る

や
う
は
、
楚
を
以
て
藪
を
驚
か
し
つ
つ
、
這
ひ
出
づ
る

蛇
を
打
ち
殺
し
て
切
り
つ
つ
、
家
に
持
ち
行
き
て
塩
を

つ
け
て
干
し
て
売
り
け
る
な
り
け
り
。

　
　
　
（
傍
線
稿
者
、
カ
ナ
、
漢
字
表
記
は
改
め
た
。）

本
文
は
こ
の
後
、
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
は
食
べ
る
べ

き
で
は
な
い
、
と
い
う
教
訓
で
結
ば
れ
て
い
る
。
前
述

し
た
よ
う
に
本
文
中
の
発
言
は
⑪
だ
け
で
あ
り
、
⑤
に

相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
傍
線
部
は
地
の
文
で
あ
る
。
そ

れ
も
傍
線
の
二
箇
所
を
ま
と
め
た
形
で
⑤
は
記
さ
れ
て

お
り
、
や
は
り
ⅲ
の
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

【
検
証
結
果
】

　

以
上
を
踏
ま
え
、

　
「
老
婆
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ

た
。」
の
意
図
を
、「
引
用
元
が
発
言
で
は
無
か
っ
た
が

故
の
記
載
」
と
し
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
推
し
進
め
て
、

（
⑤
を
、「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」
で
の
内
容
を
ま
と
め

た
、
あ
る
い
は
要
約
し
た
も
の
、
と
い
う
観
点
か
ら
言

い
換
え
る
な
ら
ば
）「
ど
こ
ま
で
も
引
用
元
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
」
と
捉
え
た
い
。
こ
の
姿
勢
は
そ

の
ま
ま
『
今
昔
物
語
集
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
を
正
確

て
）
要
約
し
て
伝
え
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方

の
場
合
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
予
備
情
報
が
一

切
無
い
。

【
可
能
性
の
検
証
】

　

こ
う
し
た
情
報
を
踏
ま
え
、
考
え
ら
れ
る
可
能
性
を

検
証
し
て
い
く
。

ⅰ
「
口
ご
も
り
な
が
ら
」
と
い
う
記
述
が
直
前
に
あ
る

た
め

　

↓ 

④
の
発
言
の
直
前
に
も
、
聞
き
づ
ら
さ
を
匂
わ
せ

る
「
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で

理
由
に
は
な
ら
な
い
。

ⅱ
こ
こ
だ
け
違
う
原
典
を
採
用
し
て
い
る
た
め

　

↓ 

⑥
、
⑦
も
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」
に

は
無
い
発
言
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
言
表
記

上
の
問
題
は
無
い
た
め
、
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

ⅲ
⑤
の
引
用
元
が
発
言
で
は
な
い
た
め

　

↓ 

「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」
で
の
発
言
は
⑪
だ
け
で

あ
り
、
理
由
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。

こ
う
見
る
と
ⅲ
の
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
ⅱ
と
同
様
の
理
由
か
ら
ⅲ
の
可
能
性
を
潰

す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
大
刀
帯
陣
売

魚
嫗
語
」
の
発
言
で
は
無
い
箇
所
を
発
言
に
変
え
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と

い
う
点
は
考
え
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
実
際
に
「
大
刀
帯
陣
売
魚
嫗
語
」
を
確
認
し

た
い
。
本
文
が
長
い
の
で
⑤
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る

箇
所
以
外
は
要
約
す
る
が
、

　

昔
、
大
刀
帯
の
陣
に
魚
を
売
る
女
が
お
り
、
大
刀
帯

ど
も
、
こ
れ
を
買
は
せ
て
食
ふ
に
、
味
ひ
の
う
ま
か
り

14



あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
る
記
述
で
あ
る
の
に
対
し
、
最
終

稿
の
「
誰
も
知
ら
な
い
」
は
「
分
か
り
得
な
い
」
つ
ま

り
、
目
の
前
の
出
来
事
に
対
し
て
衝
動
的
に
行
動
を
決

定
す
る
下
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
後
盗
人
に
な
る

の
か
、
飢
え
死
に
を
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
選
択

肢
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ
さ
え
も
判
然
と
し
な
い
。
と
い

う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
下
人
の
行
動
心
理
を
限
界

ま
で
突
き
詰
め
た
か
ら
こ
そ
の
変
更
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
ま
と
め
】

　
「
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
」
の
検

証
、
先
の
Ａ
↓
Ｂ
↓
Ｃ
か
ら
読
み
取
れ
る
下
人
の
心
理
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
末
尾
改
稿
の
意
図
、

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
最
後
に
も
う
一
つ
、
末
尾
改

稿
の
意
図
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、『
今
昔
物
語
集
』

の
構
造
の
踏
襲
で
あ
る
。

　
「
羅
城
門
登
上
層
見
死
人
盗
人
語
」
は
「
今
は
昔
、

摂
津
の
国
の
辺
り
よ
り
盗
み
せ
む
が
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

」
で
男
が

登
場
し
、
盗
人
と
し
て
話
が
終
わ
る
。『
羅
生
門
』
は

「
飢
え
死
に
」
も
「
盗
人
」
も
選
べ
な
い
下
人
で
始
ま

り
、
ど
ち
ら
に
も
片
寄
ら
な
い
下
人
で
終
わ
る
。
一
貫

性
を
持
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
と
、
一
貫
性
の
無
い
一

4

4

4

4

4

4

4

貫
性
を
持
た
せ
た

4

4

4

4

4

4

4

『
羅
生
門
』、
作
者
は
ど
こ
ま
で
も

『
今
昔
物
語
集
』
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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言
を
聞
い
た
時
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
Ｃ
の
場
面
を
経

て
、
下
人
は
「
引
剝
」
の
宣
言
を
し
、
老
婆
の
着
物
を

奪
う
。
こ
の
流
れ
は
一
見
す
る
と

　
　

Ａ　

悩
む
（
決
め
ら
れ
な
い
）

　
　
　
　
　
　

←

　
　

Ｂ　

飢
え
死
に
（「
悪
に
対
す
る
反
感
」「
憎
悪
」）

　
　
　
　
　
　

←

　
　

Ｃ　

盗
人
（
Ａ
で
の
「
欠
け
て
い
た
勇
気
」）

と
い
う
、
決
断
ま
で
の
過
程
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

【
問
題
点
の
確
認
Ⅱ
】
で
も
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
意

志
決
定
の
決
め
手
と
も
言
え
る
老
婆
の
発
言
（
⑤
）
が

圧
縮
さ
れ
て
お
り
、
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
決
断
」
と
判
断
す
る
の
は
い
さ
さ
か
急
で
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
流
れ
は
、
ど
ち
ら
に

4

4

4

4

進
む
か
決
め
ら
れ
な
い
下
人
が
、
老
婆
の
様
子
を
見
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
ぐ
さ
ま
悪
を
憎
む
よ
う
に
な
り
、
同
様
に
老
婆
の
発

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

言
を
聞
き
す
ぐ
さ
ま
引
剝
の
宣
言
を
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
捉
え
た

方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、

「
老
婆
の
着
物
だ
け
を
奪
う
下
人
」
の
記
述
に
も
納
得

で
き
る
。
つ
ま
り
、
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
目
の
前
の

出
来
事
に
対
し
て
衝
動
的
に
行
動
を
決
定
す
る
下
人
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、「
盗
人
」
と
し
て
は
不
完
全
な
（
あ

る
い
は
盗
人
失
格
と
も
言
え
る
）「
老
婆
の
着
物
だ
け

を
奪
う
」
と
い
う
行
為
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の

考
え
方
は
当
然
末
尾
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。「
京
都

の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。」
と
い
う

初
稿
は
、
下
人
が
老
婆
の
発
言
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

「
盗
人
」
に
な
る
決
意
を
明
確
に
し
、
以
降
も
盗
人
で

「
老
婆
の
着
物
」
だ
け
を
奪
う
ま
で
の
過
程

Ａ　

下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
肯
定

し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ
ば
」
の
か
た
を
つ
け

る
た
め
に
、
当
然
、
そ
の
後
に
来
る
べ
き
「
盗
人

に
な
る
よ
り
外
に
し
か
た
が
な
い
。」
と
い
う
こ

と
を
、
積
極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
勇
気
が
出

ず
に
い
た
の
で
あ
る
。

Ｂ　

む
し
ろ
、
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分

ご
と
に
強
さ
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、

誰
か
が
こ
の
下
人
に
、
さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男

が
考
え
て
い
た
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な

る
か
と
い
う
問
題
を
、
改
め
て
持
ち
出
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
下
人
は
、
な
ん
の
未
練
も
な
く
、
飢
え

死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

Ｃ　

し
か
し
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
下
人
の

心
に
は
、
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

さ
っ
き
門
の
下
で
、
こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇

気
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
ま
た
さ
っ
き
こ
の
門
の

上
へ
上
が
っ
て
、
こ
の
老
婆
を
捕
ら
え
た
時
の
勇

気
と
は
、
全
然
、
反
対
な
方
向
に
動
こ
う
と
す
る

勇
気
で
あ
る
。
下
人
は
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗

人
に
な
る
か
に
、
迷
わ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な

い
。
そ
の
時
の
、
こ
の
男
の
心
持
ち
か
ら
言
え
ば
、

飢
え
死
に
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
、
考

え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
ほ
ど
、
意
識
の
外
に
追

い
出
さ
れ
て
い
た
。

Ａ
は
下
人
が
羅
生
門
の
下
で
悩
ん
で
い
る
場
面
、
Ｂ
は

老
婆
を
見
つ
け
た
時
の
場
面
、
そ
し
て
Ｃ
は
老
婆
の
発
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