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一

　

現
在
の
日
本
語
に
お
い
て
、
古
代
日
本
語
に
よ
る
仮
名
散
文
、
つ
ま
り
和
文
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
単
な
る
語
彙
の
レ

ベ
ル
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
思
考
そ
の
も
の
の
道
具
と
し
て
の
漢
語
の
層
、
あ
る
い
は
近
代
以
降
に
輸
入
さ
れ
た
翻
訳
語
の
分

厚
い
層
が
、
そ
こ
に
は
し
っ
か
り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
に
と
っ
て
の
事
情
は

ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
作
者
は
間
違
い
な
く
純
粋
の
漢
文
脈
を
読
み
こ
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
今
日
か
ら
見
る
と
、『
源
氏
物
語
』
の
文
章
と
は
、
や
は
り
和
文
脈
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
達
成
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
名
文
字
に
よ
る
表
記
と
表
現
が
試
み
ら
れ
て
か
ら
、
わ
ず
か
百
年
ほ
ど
の
間
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
そ
れ
は
い
か

に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
感
覚
と
言
葉
と
の
往
還
の
営
み
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

　
　
　

和
文
と
し
て
の
源
氏
物
語
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だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
理
由
や
結
構
を
考
え
る
に
際
し
て
、『
源
氏
物
語
の
透
明
さ
と
不
透
明
さ
―
―
場
面
・
和
歌
・
語
り
・
時
間
の
分
析
を
通
し
て（
１
）』

は
、

多
く
の
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
い
ず
れ
の
論
も
、
十
一
世
紀
初
頭
と
い
う
、
は
る
か
な
過
去
の
、
し
か

し
そ
れ
で
も
な
お
、
今
日
の
私
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
放
さ
な
い
、
古
代
の
和
文
脈
の
も
つ
生
命
力
や
、
そ
の
仕
組
み
を
解
き
明
か
す
も

の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

二

　

こ
と
に
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
〈
歌
と
語
り
〉
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
は
、
こ
の
よ
う
な
私
の
疑
問
に
直
接
的
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
興
味

深
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
と
は
、
和
文
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
和
歌
は
、「
文
」
で
は
な
い
か
ら
「
歌
」
な
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
和
歌
と
い
う
言
語
表
現
は
、『
源
氏
物
語
』
の
和

文
世
界
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ピ
ジ
ョ
ー
「
紅
葉
賀
巻
に
お
け
る
対
話
」
は
、『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
和
歌
の
や
り
と
り
を
、

「
対
話
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
の
和
歌
が
会
話
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
誰
し
も
が
認
め
る

こ
と
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
人
び
と
が
五
音
と
七
音
に
よ
る
非
日
常
言
語
で
、
実
際
に
会
話
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
散
文
の
な
か
に
あ
っ
て
、
和
歌
と
い
う
形
式
が
突
如
と
し
て
、
し
か
も
人
物
の
発
話
を
代
替
す
る
も
の
と
し
て
表
れ
る
の
は
、
物
語
作

者
が
和
歌
な
る
も
の
に
、
散
文
に
よ
る
意
思
の
表
現
で
は
な
い
も
の
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
の
な
に
よ
り
の
証
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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ピ
ジ
ョ
ー
は
「
紅
葉
賀
」
巻
に
見
え
る
和
歌
表
現
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
検
討
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
次
の
和
歌
は
重
要
で
あ
ろ

う
。「
袖
ぬ
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ
」。
藤
壺
は
、
桐
壺
帝
の
妃
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
皇
子

で
あ
る
光
源
氏
と
の
間
に
子
を
儲も
う

け
る
と
い
う
運
命
に
ま
み
え
た
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
ピ
ジ
ョ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

―
―
「
ぬ
」
は
歌
の
切
り
方
に
よ
っ
て
行
為
の
完
了
（
う
と
ん
で
し
ま
う
）
と
も
否
定
（
疎
む
事
が
で
き
な
い
）
と
も
取
れ
る
。

こ
の
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
、
複
雑
な
心
情
を
掬
い
取
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
歌
を
貧
し
く
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

―
―
藤
壺
に
と
っ
て
、
生
ま
れ
た
我
が
子
は
、
愛
す
る
男
の
子
と
し
て
大
事
な
子
で
あ
る
と
と
も
に
過
ち
を
思
い
出
さ
せ
る
「
疎

ん
で
し
ま
う
」
存
在
で
も
あ
る

―
―
歌
だ
け
が
、登
場
人
物
の
複
雑
な
心
情
を
こ
れ
ほ
ど
に
深
い
不
透
明
性
と
矛
盾
の
う
ち
に
表
現
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る（
以

上
す
べ
てp.130

）

　

ピ
ジ
ョ
ー
は
こ
れ
に
先
立
ち
「
和
歌
は
心
の
真
実
を
表
現
す
る
も
の
」（p.129

）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
心
の
真
実

と
は
本
来
「
矛
盾
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
述
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

物
語
に
お
け
る
贈
答
の
和
歌
は
、
歌
を
や
り
と
り
す
る
両
者
に
と
っ
て
、
a
言
語
表
現
と
し
て
の
表
意
の
レ
ベ
ル
、
b
主
体
に
と
っ

て
の
含
意
の
レ
ベ
ル
、
c
相
対
す
る
人
物
へ
の
伝
達
の
レ
ベ
ル
、
の
a
b
c
に
お
い
て
様
々
に
変
容
し
、
こ
れ
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
一

致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
d
相
対
す
る
人
物
が
、
そ
の
歌
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
示
す
か
と
い
う
行
為
遂
行
的
な
側

面
―
―
こ
の
場
合
、
源
氏
は
「
胸
う
ち
さ
わ
ぎ
て
い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙
落
ち
ぬ
」
と
、
涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の 

d
に
お
い
て
も
、
か
な
ら
ず
し
も
c
の
伝
達
さ
れ
た
意
味
内
容
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
な
場
合
が
多
い（
２
）。
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先
の
歌
の
場
合
、
我
が
子
を
A
「
疎
む
こ
と
が
で
き
な
い
」（
否
定
）
と
い
う
意
味
内
容
は
、
読
者
が
藤
壺
へ
期
待
す
る
母
と
し
て
の

優
し
さ
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
B
「
疎
ま
れ
て
し
ま
う
」（
完
了
・
確
述
）
と
い
う
意
味
内
容
は
、
み
ず
か
ら
の
罪
へ
の

思
い
へ
と
至
る
藤
壺
の
心
内
を
表
す
も
の
の
、
読
者
が
想
像
す
る
母
親
像
と
し
て
は
、
険
し
い
も
の
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
物
語
展
開
に
お
け
る
、
そ
の
後
の
藤
壺
像
を
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
物
の
、
母
と
し
て
の
我
が
子
へ
の
思
い
が
深
い
愛
情
に
浸

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
A
「
疎
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
人
物
像
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
だ

か
ら
こ
そ
、
B
「
疎
ま
れ
て
し
ま
う
」
と
見
た
方
が
、
そ
の
後
の
物
語
展
開
か
ら
う
か
が
え
る
藤
壺
像
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
読
者
の
共

感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
表
意
伝
達
と
含
意
と
は
、
し
ば
し
ば
矛
盾
す
る
。「
あ
な
た
が
嫌
い
だ
」
と
い
う
言
語
表
現
が
、「
あ

な
た
を
愛
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
含
意
し
、
あ
る
特
定
の
両
者
間
で
は
、
そ
の
含
意
レ
ベ
ル
に
お
い
て
十
分
に
意
味
を
共
有
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
も
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　

B
「
疎
ま
れ
て
し
ま
う
」
は
、
A
「
疎
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
を
含
意
す
る
か
ら
深
ま
る
の
で
あ
り
、
一
方
、
A
「
疎
む
こ
と
が
で
き

な
い
」
に
お
い
て
は
、
B
「
疎
ま
れ
て
し
ま
う
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
確
か
だ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の

物
語
展
開
、源
氏
の
藤
壺
へ
の
再
び
の
求
愛
や
、藤
壺
の
拒
絶
を
受
け
て
の
雲
林
院
隠
り
、さ
ら
に
は
藤
壺
自
身
の
出
家
と
い
う
、「
賢
木
」

巻
の
息
詰
ま
る
男
女
の
物
語
を
語
り
継
ぐ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
、
a
表
意
・
b
含
意
・
c
伝
達
、
あ
る
い
は
d
行
為
遂
行
性
と
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
散
文
的

な
会
話
に
お
い
て
も
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
物
語
の
な
か
に
置
か
れ
た
和
歌
は
、
そ
の
様
式
自
体
が
散
文
と
は
異
な
っ
た
表

現
方
法
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
散
文
的
な
言
語
行
為
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
相
互
伝
達
を
可
能
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、

和
文
表
現
に
お
い
て
、
時
系
列
に
そ
っ
て
流
れ
て
ゆ
く
連
想
作
用
を
「
移
り
ゆ
き
」
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
時
間



49

的
に
広
が
る
連
想
作
用
を
「
重
ね
」
と
し
て
考
え
て
み
る（

３
）。「

移
り
ゆ
き
」
を
隣
接
的
、「
重
ね
」
を
類
似
的
と
見
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
和
文
表
現
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
文
脈
上
の
連
想
作
用
は
、
本
来
、
歌
の
発
想
や
表
現
が
深
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

藤
壺
の
和
歌
を
会
話
、
対
話
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
意
味
伝
達
に
お
け
る
、
散
文
的
な
機
能
を
第
一
義
的
に
担
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
登
場
人
物
に
よ
る
和
歌
は
散
文
的
で
あ
る
。
そ
の
散
文
的
な
機
能
が
、
こ
こ
で
は
和
歌
と
い
う
伝
統
的
な

韻
文
形
式
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
語
内
和
歌
は
、
和
歌
で
あ
っ
て
和
歌
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
藤

壺
の
和
歌
の
場
合
、「
袖
―
露
」「
ゆ
か
り
―
な
で
し
こ
」
と
い
う
言
葉
の
連
な
り
は
、
源
氏
の
贈
歌
表
現
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
ひ
と
つ

の
言
葉
が
次
の
言
葉
を
導
き
つ
つ
連
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
自
然
な
連
想
に
そ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
同
様
に
「
な
ほ
う
と
ま
れ
ぬ
」

と
い
う
表
現
と
は
、
相
反
す
る
感
情
の
「
重
ね
」
と
し
て
の
表
現
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
語
り
の
一
形
態
と
も
見
ら
れ
る
登

場
人
物
の
和
歌
に
お
い
て
は
、
そ
の
和
歌
本
来
の
持
つ
連
想
作
用
で
あ
る
「
移
り
ゆ
き
」
や
「
重
ね
」
が
、
会
話
と
し
て
の
散
文
的
な
機

能
を
期
待
さ
れ
る
表
現
の
な
か
に
直
接
的
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り
有
効
に
機
能
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
読
者
は
和
語

に
よ
る
そ
れ
ら
の
連
想
作
用
を
、
ご
く
自
然
な
も
の
と
し
て
許
容
し
、
共
感
す
る
の
で
あ
る
。

三

　

も
っ
と
も
、
こ
の
和
語
に
よ
る
連
想
作
用
と
は
、
ま
っ
た
く
自
由
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
行
お
う
と
し
て
も
行
え
な
い
性

質
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
和
文
表
現
な
ら
で
は
の
思
考
方
法
と
い
っ
た
も
の
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
セ

ッ
シ
ョ
ン
〈
歌
と
語
り
〉
に
収
め
ら
れ
た
、
土
方
洋
一
と
寺
田
澄
江
に
よ
る
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
『
源
氏
物
語
』
の
和
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文
と
し
て
の
構
造
の
意
味
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

土
方
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
と
「
和
歌
共
同
体
」
の
言
語
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、
当
時
に
お
け
る
言
語
文
化
的
な
教

養
の
性
質
で
あ
り
、
そ
の
教
養
の
貯
蔵
庫
、
土
方
の
い
う
和
歌
共
同
体
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
仕
方
の
問
題
で
あ
る
。
土
方
は
物
語
の
登
場
人

物
で
あ
る
柏
木
の
詠
嘆
や
述
懐
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

―
―
そ
の
詠
嘆
、
述
懐
の
姿
勢
が
、
こ
の
時
代
の
人
々
の
心
性
と
し
て
、
個
別
の
心
情
と
い
う
よ
り
は
、
和
歌
世
界
に
お
い
て
類

型
化
さ
れ
た
表
現
に
重
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
が
古
典
和
歌
の
知
識
、
教
養
を
共
有
す
る
人
々
に
向
か
っ
て
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
関
係
上
、
物
語
を
受
容
す
る
読
者
に
も
柏
木
へ
の
心
情
的
な
一
体
化
を
強
く
促
す
も
の
と
な
る
。（p.117

）　

　

柏
木
の
述
懐
は
個
人
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、そ
の
表
現
は
あ
え
て
強
調
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、た
ん
に
個
人
的
な
の
も
の
で
は
な
い
。

土
方
は
そ
こ
で
「
個
的
な
主
体
」「
西
欧
近
代
の
言
語
観
」（p.117

）
と
、『
源
氏
物
語
』
の
個
人
や
言
語
表
現
と
の
異
質
性
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
日
本
古
代
に
お
い
て
、「
私
」
と
い
う
個
人
は
、
常
に
「
私
た
ち
」
と
の
協
調
関
係
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
自
他
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
己
が
他
者
と
の
「
重
ね
」
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
た
ほ
う
が
よ
い

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
重
な
る
主
体
に
よ
る
和
歌
が
、
そ
れ
自
体
で
意
味
を
限
定
で
き
ず
、
し
ば
し
ば
、
き
わ
め
て
状
況

依
存
的
な
表
現
と
し
て
表
さ
れ
る
こ
と
も
道
理
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
個
人
的
な
思
考
に
せ
よ
、
感
情
表
現
に
せ
よ
、
そ
れ
を
自
ら
に
と

っ
て
明
晰
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
和
歌
表
現
へ
の
依
存
を
深
め
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
さ
ら
な
る
安
定
を
獲
得
す
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
言
語
観
は
、
近
代
的
な
言
語
観
に
と
っ
て
、
は
な
は
だ
矛
盾
し
た
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
発
せ
ら
れ
る

言
語
表
現
が
、
個
の
存
在
の
在
処
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
―
―
、
こ
の
書
物
の
タ
イ
ト
ル
に
倣
え
ば
「
不
透
明
」
に
な
る
こ
と
は
、
近
代
的
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な
明
晰
さ
を
前
提
と
す
る
「
透
明
」
さ
と
い
う
概
念
と
の
対
比
に
お
い
て
再
考
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
た
と
え

ば
日
本
の
古
典
物
語
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
全
知
の
視
点
」
を
容
易
に
は
見
出
し
が
た
い
こ
と
と
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
和
歌
共
同
体
な
る
も
の
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
言
語
に
対
す
る
個
の
あ
り
か
た
、
さ
ら
に
は

そ
の
世
界
観
と
も
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
古
代
日
本
の
言
語
観
を
考
え
る
う
え
で
、
寺
田
澄
江
「
世
界
と
そ
の
分
身
―
―
源
氏
物
語
の
霧
」
は
、
貴
重
な
提
言

を
行
っ
て
い
る
。
寺
田
は
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
霧
を
、
六
条
御
息
所
の
物
語
か
ら
考
察
し
、
そ
れ
を
主
た
る
ス
ト
ー
リ
ー
、
寺
田
の

い
う
「
筋
運
び
」
に
対
す
る
、
従
と
し
て
の
背
景
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

―
―
彼
女
（
六
条
御
息
所
）
が
呼
び
込
む
霧
は
、
人
間
模
様
と
し
て
話
が
展
開
さ
れ
る
通
常
の
世
界
と
は
異
質
の
空
間
、
こ
の
場

合
に
は
死
の
世
界
を
、
強
い
て
言
え
ば
筋
の
必
然
性
を
超
え
る
存
在
論
的
な
基
盤
か
ら
出
現
さ
せ
、
通
常
の
世
界
と
並
行
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。

―
―
霧
と
い
う
景
は
物
語
の
単
な
る
背
景
で
は
な
く
、
情
を
深
化
す
る
共
鳴
空
間
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
な
い
。
…
…
我
々
の
認

識
を
超
え
る
異
空
間
に
開
か
れ
る
回
路
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。（
以
上
、
す
べ
てp.84

）

　

寺
田
は
物
語
の
霧
を
、「
情
を
深
化
す
る
共
鳴
空
間
」
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
こ
の
「
共
鳴
空
間
」
と
は
、
い

わ
ゆ
る
「
景
情
一
致
」
―
―
自
然
描
写
が
人
物
の
内
面
描
写
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
―
―
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
事
柄
で
あ
る
。
し
か

し
寺
田
は
、
そ
れ
を
「
異
空
間
に
開
か
れ
る
回
路
」
で
あ
る
と
読
み
替
え
る
。
回
路
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
先
に
あ
る
も
の
は
、「
我
々
の
認
識
」
を
超
え
る
と
い
う
。
予
定
調
和
的
な
も
の
で
は
な
く
、
何
か
し
ら
新
た
な
も
の
が
そ

こ
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
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こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、
先
に
述
べ
た
「
移
り
ゆ
き
」
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
る
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
つ
な
が
っ
て
い

る
、
あ
る
い
は
隣
接
的
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
以
前
の
そ
れ
ら
単
独
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
イ

メ
ー
ジ
と
は
異
な
っ
た
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
開
か
れ
る
言
語
表
現
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
和
文
に
お
い
て
特
有
の
、
あ

る
い
は
和
文
が
最
も
得
意
と
す
る
表
現
な
の
だ
と
い
え
よ
う
。
私
に
は
、
あ
た
か
も
寺
田
が
、
六
条
御
息
所
は
霧
を
導
き
、
霧
は
死
を
導

く
、
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
な
お
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

―
―
霧
は
通
常
の
世
界
と
そ
れ
と
並
行
し
て
出
現
す
る
も
う
一
つ
の
世
界
と
い
う
二
重
構
造
の
構
築
を
そ
の
本
質
と
す
る
。
…
…

強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
筋
運
び
と
は
全
く
別
個
に
起
動
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。（p.85

）

　

霧
と
い
う
景
は
、「
筋
運
び
」
と
は
別
個
の
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
を
構
築
し
、必
然
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
は
異
質
な
空
間
を
作
る
。

そ
の
異
質
性
と
は
、
こ
こ
で
は
死
の
世
界
で
あ
る
と
す
る
。
物
語
に
表
れ
る
景
と
は
、「
通
常
の
世
界
」
に
対
す
る
「
も
う
一
つ
の
世
界
」

と
し
て
、
並
行
的
に
、
し
か
し
別
個
に
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。
六
条
御
息
所
は
霧
を
導
き
、
霧
は
死
を
導
く
。
し
か
し
六
条
御
息
所
と

死
は
相
互
に
独
立
し
つ
つ
、
し
か
し
な
お
物
語
世
界
に
並
立
す
る
の
で
あ
る
。
和
文
脈
に
お
け
る
「
移
り
ゆ
き
」
と
い
う
連
想
作
用
は
、

読
者
に
な
だ
ら
か
で
調
和
的
な
側
面
を
感
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
連
な
り
に
お
け
る
個
々
の
異
質
性
が
意
識
化

さ
れ
な
い
こ
と
、あ
る
い
は
前
景
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
明
確
な
異
質
性
が
残
存
す
る
こ
と
、あ
る
い
は
、

寺
田
の
表
現
で
は
「
全
く
別
個
に
起
動
す
る
」（p.85

）
こ
と
に
は
、
改
め
て
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
異
質
性
と
は
、
微

温
的
で
従
属
的
な
物
語
の
背
景
と
い
う
従
来
の
視
点
に
、再
考
を
う
な
が
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
世
界
と
そ
の
分
身
」と
い
う
表
題
は
、

『
源
氏
物
語
』
の
情
景
、
あ
る
い
は
空
間
の
構
築
に
つ
い
て
の
再
考
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。
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四

　

さ
て
、こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
空
間
構
築
を
考
え
る
さ
い
、そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
要
請
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
に
、こ
の
物
語
の
「
場

面
」
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
セ
ッ
シ
ョ
ン
〈
場
面
、
視
線
、
劇
的
空
間
〉
に
収
め
ら
れ
た
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
「
垣
間
見
―
―

文
学
の
常
套
と
そ
の
変
奏
」
は
、こ
の
物
語
に
く
り
返
し
描
か
れ
る
垣
間
見
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
私
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
ら
の
変
奏
の
様
相
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
垣
間
見
場
面
に
お
け
る
語
り
の
視
点
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。

―
―
垣
間
見
の
場
合
、
読
者
は
登
場
人
物
に
同
化
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
登
場
人
物
の
眼
前
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
場

面
を
見
、
そ
の
情
景
に
接
し
、
感
動
を
共
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
景
を
見
つ
め
る
登
場
人
物
を
読
者
は
見
て
い
る
。

垣
間
見
は
従
っ
て
二
重
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
。（p.11

）

　

こ
れ
は
物
語
の
場
面
構
築
の
方
法
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
が
、具
体
的
に
は
登
場
人
物
と
読
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
。

読
者
は
登
場
人
物
の
視
線
を
我
が
も
の
と
し
て
、
人
物
に
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
景
を
い
き
い
き
と
想
像
し
実
感
す
る
。
読
者

に
と
っ
て
そ
れ
は
、
ま
さ
に
物
語
を
読
む
こ
と
に
よ
る
至
福
の
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
は
、
そ
れ
は
同
時
に
「
読
者
が
批

判
的
視
点
に
立
ち
返
り
、
自
覚
的
な
態
度
に
戻
る
と
き
で
も
あ
る
」（p.12

）
と
指
摘
す
る
。

　

垣
間
見
場
面
と
は
、
こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
主
観
的
な
単
視
点
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
う

し
た
垣
間
見
場
面
の
構
造
は
、
や
は
り
一
人
称
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
登
場
人
物
の
詠
歌
行
為
と
、
あ
る
意
味
で
近
似
し
た
構
造
を
持
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
物
語
の
人
物
が
和
歌
を
詠
む
と
き
、
読
者
は
そ
の
人
物
に
同
化
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
読

者
自
身
が
そ
の
人
物
に
一
体
化
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
歌
の
意
味
は
現
象
し
な
い
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
傾
向
は
、
二
人
の
歌
で
構
成
さ
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れ
る
贈
答
歌
よ
り
も
、
人
物
が
単
独
で
歌
う
独
詠
歌
の
方
が
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
は
、
垣
間
見
場
面
を
「
強
い
感
動
の
ひ

と
と
き
」（p.12

）
で
あ
る
と
い
う
。
読
者
が
同
化
に
成
功
し
た
と
き
、そ
れ
は
可
能
と
な
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
場
面
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

あ
る
「
読
者
」
は
自
己
に
立
ち
戻
り
、
対
象
へ
の
解
釈
へ
の
欲
求
が
わ
き
お
こ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
両
義
的
な
場
面
で

あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
も
い
え
よ
う
。

　

た
と
え
ば
冒
頭
に
掲
げ
た
藤
壺
の
和
歌
「
袖
ぬ
る
る
」
に
お
い
て
も
、
あ
た
か
も
読
者
自
身
が
藤
壺
に
な
っ
て
そ
の
歌
を
詠
み
上
げ
る

の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
藤
壺
の
在
り
方
、
つ
ま
り
は
読
者
自
身
を
も
対
象
化
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
歌
の
意
味

は
対
極
的
な
方
向
へ
分
化
し
て
走
り
出
す
、
つ
ま
り
は
謎
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
同
化
と
対
象
化
と
の
間
に
あ
る
揺
れ
こ
そ
が
、
物
語
が
物
語
で
あ
る
由
縁
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
退
屈
な

物
語
は
、こ
の
振
幅
が
起
こ
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
謎
と
し
て
の
物
語
に
な
ら
な
い
、つ
ま
り
対
象
化
の
欲
求
が
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
う
し
た
振
幅
が
生
ま
れ
る
要
因
と
は
、
そ
の
垣
間
見
場
面
あ
る
い
は
登
場
人
物
に
よ
る
和
歌
が
、
今
ま
さ
に
展
開
し

つ
つ
あ
る
物
語
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
前
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
あ
る
い
は
そ
の
前
後
の
人
物
の
生

き
方
が
、
そ
の
垣
間
見
や
和
歌
に
対
し
て
読
者
が
与
え
る
意
味
の
原
拠
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
物
語
な
る
も
の
の
仕
組
み
を
考
え
る
う
え
で
は
、
読
者
の
問
題
は
避
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
〈
時

間
と
語
り
〉
に
収
め
ら
れ
た
、
ア
ン
ヌ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル
＝
坂
井
「
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
、
あ
る
い
は
ミ
ク
ロ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
そ
し
て
読
者
と

の
関
係
」
は
、
物
語
の
成
立
に
お
け
る
読
者
の
意
味
を
前
面
に
押
し
出
し
て
論
述
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

―
―
読
者
が
徐
々
に
読
ん
で
い
る
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
構
築
し
て
行
く
在
り
方
と
い
う
も
の
は
読
者
の
記
憶
と
先
取
り
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
。
意
味
は
従
っ
て
、
常
に
、
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
時
に
位
置
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
絶
え
ず
修
正
さ
れ
て
行
く
動
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き
の
中
で
構
成
さ
れ
る （p.146

）

　

読
書
行
為
に
お
け
る
「
記
憶
と
先
取
り
」、
読
者
は
物
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
参
照
し
つ
つ
、
部
分
と
全
体
と
の
往
還
の
な
か
で
、

物
語
を
読
む
自
ら
を
も
対
象
化
し
つ
つ
、
意
味
の
動
き
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
物
語
の
読
者
は
、
そ
の
物
語
内
の
情
報
の
み
で

は
な
く
、
知
識
と
し
て
持
ち
得
て
い
る
文
化
的
あ
る
い
は
歴
史
的
な
枠
組
み
を
も
参
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
物
語
成
立
時
の

そ
れ
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
夢
見
る
の
が
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
読
書
」（p.148

）
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い

読
書
」
に
お
い
て
も
、
物
語
の
意
味
を
追
い
求
め
る
楽
し
み
は
半
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。
坂
井
は
そ
の
方
法
的
な
拠
り
所
を
「
再
読
」

に
求
め
て
い
る
。
再
読
こ
そ
が
、
物
語
の
意
味
を
深
め
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
が
多
く
の
現
代
人
に
迎
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

再
読
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
、
こ
の
物
語
の
部
分
と
全
体
と
の
緊
密
な
連
携
に
よ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
古
典
の
面
白
さ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
確
か
に
和
文
脈
を
支
え
て
い
る
和
歌
言
語
の
伝
統
は
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
多
分
に
未
知
の
も
の
に
な
っ
た

と
い
え
よ
う
。
物
語
成
立
時
の
「
和
歌
共
同
体
」
と
い
っ
た
も
の
に
、
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
一
般
の
読
者
は
ご
く
わ
ず
か
だ
と
思
わ
れ

る
。
坂
井
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
で
き
る
と
思
う
の
は
「
幻
想
」（p.148

）
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
和
文
脈
と

い
う
も
の
は
現
代
の
読
者
に
も
、あ
る
な
つ
か
し
い
感
覚
、な
に
か
し
ら
慕
わ
し
い
感
情
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
が
、古
代
和
歌
が
育
ん
だ
自
然
観
と
い
う
も
の
の
現
代
へ
の
継
承
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
読
者
も
、

そ
う
で
は
な
い
読
者
に
も
、
こ
の
感
覚
は
共
通
に
生
き
て
い
る
。
和
歌
と
は
四
季
の
自
然
の
移
ろ
い
に
、
自
ら
の
心
情
を
託
す
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
古
代
和
歌
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
た
自
然
へ
の
共
感
の
回
路
は
、
日
本
の
言
語
を
め
ぐ
る
基

底
的
な
部
分
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
意
味
に
お
い
て
、
や
は
り
第
三
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
高
田
祐
彦
「
六
条
院
へ
の
道
―
―
『
源
氏
物
語
』
の
長
編
構

造
の
仕
組
み
」
は
興
味
深
い
。
こ
と
に
「
六
条
院
の
空
間
」「
季
節
と
人
間
」
の
章
節
は
重
要
だ
ろ
う
。
光
源
氏
が
造
営
し
た
六
条
院
と

い
う
邸
宅
は
、
四
つ
の
殿
舎
の
集
合
と
し
て
出
来
て
い
る
が
、
そ
の
殿
舎
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
つ
の
季
節
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
季
節
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
女
君
た
ち
が
住
ま
う
空
間
で
も
あ
っ
た
。
高
田
は
こ
う
し
た
四
方
四
季
の
人
事
と
空
間
の
融
合
を
次

の
よ
う
に
意
味
付
け
る
。

―
―
六
条
院
が
示
す
、
季
節
と
人
間
と
の
組
み
合
わ
せ
と
は
、
…
…
季
節
が
そ
の
中
か
ら
人
間
へ
と
変
容
し
、
人
間
が
季
節
の
姿

を
と
っ
て
立
ち
現
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。

―
―
六
条
院
世
界
を
支
え
る
認
識
は
、…
…
人
間
が
季
節
や
時
間
と
い
う
時
の
流
れ
の
中
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、ま
た
、

世
俗
的
に
は
人
間
同
士
の
序
列
が
存
在
す
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
時
の
流
れ
の
中
で
相
対
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。（p.169

、171

）

　

こ
の
自
然
と
人
間
と
の
協
調
関
係
に
お
け
る
繊
細
な
指
摘
は
、『
源
氏
物
語
』
な
ら
で
は
の
言
語
感
覚
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、

同
時
に
そ
れ
は
こ
の
物
語
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
達
成
を
見
た
、
和
文
表
現
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

季
節
は
移
ろ
い
、
人
も
ま
た
移
ろ
う
。
自
然
の
ま
え
に
人
は
従
順
で
あ
り
、
そ
れ
を
移
し
運
ぶ
時
間
の
流
れ
と
い
う
も
の
に
も
ま
た
、

人
は
逆
ら
わ
な
い
。
こ
う
し
た
協
調
関
係
は
古
代
和
歌
、
こ
と
に
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
集
』
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
形
象
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、『
源
氏
物
語
』
は
そ
の
文
章
の
み
な
ら
ず
、
物
語
の
結
構
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
和
歌
の
伝
統
に
よ
る
感
覚
を
そ
の
基

底
に
据
え
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
好
ま
し
い
と
思
う
現
代
人
の
存
在
は
、
和
文
と
い
う
表
現
形
式
が
現
代
に

お
い
て
は
も
は
や
成
立
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
生
命
力
を
な
お
も
失
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
立
て
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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五

　
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
古
代
仮
名
散
文
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
言
説
は
、
い
さ
さ
か
和
歌
的
な
る
も
の
に
拘
泥
し
す
ぎ
た

か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
本
稿
に
お
け
る
そ
も
そ
も
の
関
心
が
、
和
文
な
る
も
の
の
成
立
と
そ
の
魅
力
に
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
観
点
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

本
書
の
中
で
藤
原
克
己
は
、『
源
氏
物
語
』を
織
り
な
す
言
葉
と
は
、「
和
歌
的
な
象
徴
性
や
イ
メ
ー
ジ
を
豊
か
に
は
ら
ん
だ
言
葉
で
あ
る
」

（p.206

）
と
、
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
詩
的
言
語
の
不
透
明
さ
」
と
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と

し
た
う
え
で
、
こ
の
書
物
で
は
さ
ら
に
「
言
葉
の
織
物
と
し
て
の
物
語
テ
ク
ス
ト
の
不
透
明
さ
」「
言
葉
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
た
人
間

関
係
に
お
け
る
他
者
の
不
透
明
さ
」「
作
中
人
物
が
読
者
に
対
し
て
も
不
透
明
で
あ
る
よ
う
な
物
語
テ
ク
ス
ト
の
あ
り
か
た
」に
つ
い
て
も
、

よ
り
大
き
な
関
心
を
よ
せ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
多
岐
に
わ
た
る
観
点
に
お
い
て
も
、
本
書
は
多
く
の
手
掛
か
り
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
観
点
の
基
底
に
「
詩
的
言
語
の
不
透
明
性
」
と
い
う
本
質
的
な
問
い
か
け
が
、
絶
え
ず
生
き
た
疑
問
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』は
個
々
の
場
面
性
に
お
い
て
完
成
度
が
高
く
、そ
れ
自
体
で
十
分
な
鑑
賞
に
堪
え
う
る
密
度
を
持
ち
得
て
い
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ら
が
緊
密
な
連
絡
に
よ
っ
て
重
層
的
に
関
わ
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
い
主
題
性
を
た
た
え
た
長
編
物
語
と
し
て
の
在
り
方
を
示

し
て
い
る
。
そ
う
し
た
結
構
を
導
く
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
本
稿
で
は
、「
移
り
ゆ
き
」
と
「
重
ね
」
と
い
う
、
本
来
は
和
歌
の
表
現

か
ら
展
開
し
た
思
考
方
法
を
中
心
に
述
べ
て
き
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
は
、
私
自
身
の
問
題
意
識
と
の
「
重
ね
」
に
よ
る
連
想
的
な
、
つ
ま

り
は
「
移
り
ゆ
き
」
的
な
論
述
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
そ
れ
が
、
語
彙
の
表
層
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
「
透
明
」
で
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