
ダ
体
の
意
味

山
田
美
妙
の
ダ
体
作
品
を
中
心
に

安

達

太

郎

キ
ー
ワ
ー
ド
：
ス
タ
イ
ル
、
ダ
体
、
山
田
美
妙
、『
武
蔵
野
』、
言
文
一
致

一

問
題
の
あ
り
か

日
本
語
は
て
い
ね
い
さ
を
必
須
的
に
文
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
語
で

あ
る
。
言
語
主
体
は
、
そ
の
文
を
伝
え
よ
う
と
す
る
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い
て
い
ね

い
さ
を
か
な
ら
ず
文
中
に
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
て
い
ね
い
さ
に
か
か
わ
る
文

法
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
こ
こ
で
は
〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

〈
ス
タ
イ
ル
〉
は
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
と
で
重
要
な
異
な
り
が
あ
る
。

話
し
こ
と
ば
に
お
い
て
は
、
聞
き
手
の
存
在
は
原
則
的
に
明
確
で
あ
る
。
講
義
や

講
演
、
演
説
の
よ
う
な
不
特
定
多
数
に
向
け
た
話
し
こ
と
ば
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
一
般
的
に
は
、
聞
き
手
が
誰
で
あ
る
の
か
を
認
識
し
た
う
え
で
、
そ
の
聞

き
手
に
合
わ
せ
た
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を
選
択
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
書
き
こ
と
ば
で
は
状
況
は
む
し
ろ
逆
に
な
る
。
手
紙
の
よ
う
な
特
定

の
人
物
に
向
け
た
文
章
は
あ
る
も
の
の
、
小
説
、
新
聞
、
評
論
と
い
っ
た
書
き
こ

と
ば
の
多
く
は
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
け
ら
れ
て
書
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
書
き
こ
と
ば
に
お
い
て
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
選
択
が
行
わ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

本
稿
で
は
、〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
語
の
書
き
こ
と
ば（
司
馬

遼
太
郎（
一
九
七
六
）に
従
っ
て
文
章
日
本
語
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
）が
近
代
を
迎
え
た

時
代
に
注
目
し
た
い
。
自
発
的
、
自
然
発
生
的
に
変
化
し
て
い
く
話
し
こ
と
ば
と

し
て
の
日
本
語
と
違
っ
て
、
文
章
日
本
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
を
も
っ
た
個
人
の

営
為
が
そ
の
形
成
に
関
与
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
言
文
一
致
を
掲
げ
て

明
治
期
の
文
壇
に
登
場
し
ま
ぶ
し
い
輝
き
を
放
っ
た
も
の
の
、
き
わ
め
て
短
期
間

で
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
作
家
山
田
美
妙
を
と
り
あ
げ
る
。
山
田
美
妙
は
デ
ス

マ
ス
体
の
小
説
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
文
壇
に
登
場
し
た
と
き
に

は
ダ
体
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
き
わ
め
て
厳
し
い
批
評
に
さ
ら
さ
れ
た
結
果
と
し

て
ダ
体
を
放
棄
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
山
田
美
妙
の
試
み

と
そ
の
挫
折
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
に
お
い
て
ダ
体

が
も
つ
「
意
味
」
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
と
る
。
第
二
節
で
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、

ダ体の意味
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文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
に
つ
い
て
略
述
し
、〈
ス
タ
イ
ル
〉

が
現
代
日
本
語
に
お
い
て
も
な
お
安
定
し
た
体
系
を
な
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
。
第
三
節
で
は
、
言
文
一
致
と
い
う
近
代
文
体
創
造
運
動
に
お
い
て
山
田
美

妙
を
位
置
づ
け
つ
つ
、
美
妙
の
ダ
体
作
品
が
当
時
の
批
評
家
か
ら
受
け
た
評
価
に

つ
い
て
見
る
。
第
四
節
、
第
五
節
で
は
美
妙
の
ダ
体
作
品
と
し
て
『
武
蔵
野
』

『
籠か

ご

の
俘と
り
こ囚
』
の
二
作
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
、
名
詞
述
語
文
に
注
目
し
て
分
析

を
行
う
。
第
六
節
で
は
、
美
妙
の
ダ
体
作
品
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
作
品
で
あ
る
嵯
峨

の
屋
お
む
ろ
『
初
恋
』
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
観
察
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
ダ
体
の

「
意
味
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
姿
勢
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
本
稿
は
明
治
二
十
年
代
の
文

学
作
品
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
様
相
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
だ
け
を
目
標
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
近
代
的
な
文
章
日
本
語
が
形

成
さ
れ
て
い
く
過
程
の
中
で
は
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
日
本
語
と
は
異
な
る

「
異
様
な
日
本
語
」
が
し
ば
し
ば
出
現
し
た
。
そ
の
よ
う
な
日
本
語
に
注
目
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
日
本
語
に
対
す
る
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
も
う
ひ
と

つ
の
目
標
で
あ
る
。
近
代
日
本
語
と
現
代
日
本
語
の
対
照
日
本
語
学
的
分
析
の
試

み
と
し
て
こ
の
論
文
を
位
置
づ
け
た
い
。

二　

現
代
日
本
語
に
お
け
る
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の 

〈
ス
タ
イ
ル
〉

　

明
治
期
の
日
本
語
を
見
る
ま
え
に
、
現
代
日
本
語
に
お
け
る
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
。

　

ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
的
な
も
の
も
含
め
て
て
い
ね
い
さ
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
手
段
に

よ
っ
て
表
さ
れ
る
が
、
中
核
と
な
る
〈
ス
タ
イ
ル
〉
は
「-

ま
す
」「-

で
す
」
の

よ
う
な
語
形
変
化
、
語
尾
の
付
加
か
ら
な
る
形
態
論
的
体
系
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
。
現
代
日
本
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を
肯
定
と
否
定
の
表
と
し
て
示
す
と
次
の
よ

う
に
な
る（
日
本
語
記
述
文
法
研
究
会
編（
二
〇
〇
九
）第
13
部
第
2
章
第
6
節
も
参
照
の

こ
と
）。
な
お
、
代
表
例
と
し
て
動
詞
述
語
「
食
べ
る
」、
イ
形
容
詞
述
語
「
暑
い
」、

ナ
形
容
詞
述
語
「
元
気
だ
」、
名
詞
述
語
「
学
生
だ
」
を
用
い
て
示
す
こ
と
に
す

る
。

表
1　

肯
定
述
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉動

詞
述
語

イ
形
容
詞
述
語

ナ
形
容
詞
述
語

名
詞
述
語

て
い
ね
い
体
デ
ス
マ
ス
体
食
べ
ま
す

暑
い
で
す

元
気
で
す

学
生
で
す

非
て
い
ね
い
体

ダ
体

食
べ
る

暑
い

元
気
だ

学
生
だ

デ
ア
ル
体

元
気
で
あ
る
学
生
で
あ
る

表
2　

否
定
述
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉動

詞
述
語

イ
形
容
詞
述
語

ナ
形
容
詞
述
語

名
詞
述
語

て
い
ね
い
体
デ
ス
マ
ス
体
食
べ
ま
せ
ん
暑
く
あ
り
ま

せ
ん

元
気
で
は
あ

り
ま
せ
ん

学
生
で
は
あ

り
ま
せ
ん

食
べ
な
い
で
す

暑
く
な
い
で
す

元
気
で
は
な

い
で
す

学
生
で
は
な

い
で
す

非
て
い
ね
い
体

ダ
体

食
べ
な
い

暑
く
な
い

元
気
で
は
な
い

学
生
で
は
な
い

デ
ア
ル
体

　

表
1
、
表
2
か
ら
う
か
が
え
る
現
代
日
本
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
特
徴
は
以

下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
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㈠�　
〈
ス
タ
イ
ル
〉
は
て
い
ね
い
体（
敬
体
）と
非
て
い
ね
い
体（
常
体
）の
対
立

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
文
章
日
本
語
に
お
い
て
は
、
非
て
い
ね
い
体
が

さ
ら
に
ダ
体
と
デ
ア
ル
体
に
分
化
す
る
。

　
　

㈡�　

有
標
形
と
し
て
の
て
い
ね
い
体
は
、
動
詞
が
「-

ま
す
」、
そ
の
他
の
述

語
が
「-
で
す
」
と
い
う
語
形
を
と
る
。
ふ
た
つ
の
語
形
が
存
在
す
る
点

で
、
現
代
日
本
語
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
は
統
一
的
な
体
系
を
な
し
て
い
な
い
。

　
　

㈢�　

非
て
い
ね
い
体
に
お
け
る
ダ
体
と
デ
ア
ル
体
の
対
立
は
、
名
詞
と
ナ
形

容
詞
だ
け
に
見
ら
れ
る
。

　
　

㈣�　

否
定
述
語
に
お
い
て
は
、
ダ
体
と
デ
ア
ル
体
の
対
立
は
解
消
す
る
。

　
　

㈤�　

否
定
述
語
の
て
い
ね
い
体
に
は
、
す
べ
て
の
述
語
に
つ
い
て
、「-

ま
せ

ん
」
と
「-

な
い
で
す
」
の
ふ
た
つ
の
語
形
が
存
在
す
る
。「-

ま
せ
ん
」

の
方
が
標
準
的
で
あ
る
が
、「-

な
い
で
す
」
の
方
が
構
成
的
、
規
則
的
な

語
形
で
あ
る
。

　

表
に
反
映
で
き
な
か
っ
た
事
柄
を
二
点
追
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　

㈥�　

イ
形
容
詞
の
て
い
ね
い
体
「
暑
い
で
す
」
は
比
較
的
新
し
く
成
立
し
た

語
形
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
も
や
や
不
安
定
で
あ
る
。
筆
者
の
語
感
で

は
会
話
で
は
自
然
で
あ
る
が
、
文
章
に
用
い
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
。

ま
た
、「
暑
い
で
す
」
の
よ
う
な
語
形
自
体
に
違
和
感
を
も
つ
世
代
も
あ

る（「
日
本
語
を
習
い
か
け
た
外
国
人
の
こ
と
ば
の
よ
う
に
き
こ
え
た
」
と
す
る
高

島
俊
男（
一
九
九
九
）参
照
）。

　
　

㈦�　

動
詞
以
外
の
述
語
の
て
い
ね
い
体
と
し
て
は
「-

で
す
」
以
外
に
も

「-

で
ご
ざ
い
ま
す
」
の
よ
う
な
語
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
動

詞
と
そ
の
他
の
述
語
と
で
形
式
の
分
化
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「-

ま

す
」
と
「-

で
す
」
が
て
い
ね
い
さ
に
関
し
て
等
価
で
あ
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
も
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
た
文
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
特
徴
か
ら
見
え

て
く
る
の
は
、〈
ス
タ
イ
ル
〉
が
現
代
語
に
お
い
て
も
整
然
と
し
た
体
系
を
な
し

て
お
ら
ず
、
現
在
も
ま
だ
過
渡
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
し
て
や
近
代
的
な
文
章
日
本
語
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
た
明
治

二
十
年
代
に
お
い
て
、
日
本
語
の
文
に
お
い
て
避
け
ら
れ
な
い
〈
ス
タ
イ
ル
〉
を

ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
作
家
が
腐
心
し
て
い
た
こ
と
は

ま
っ
た
く
妥
当
な
問
題
意
識
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
山
田
美
妙

を
中
心
と
し
て
言
文
一
致
の
動
向
を
略
史
的
に
述
べ
、
山
田
美
妙
が
試
み
た
ダ
体

小
説
を
観
察
す
る
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

三　

山
田
美
妙
の
言
文
一
致
の
試
み
と
そ
の
反
響

　

山
田
美
妙（
一
八
六
八
～
一
九
一
〇
）は
、
早
熟
の
才
子
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
た

作
家
で
あ
る
。
東
京
大
学
予
備
門
の
仲
間
で
幼
馴
染
み
で
も
あ
っ
た
尾
崎
紅
葉
ら

と
硯
友
社
を
結
成
し
、
回
覧
機
関
誌
『
我
楽
多
文
庫
』
を
発
行
。
一
八
八
七（
明

治
二
十
）年
に
弱
冠
二
十
歳
で
婦
人
雑
誌
『
以
良
都
女
』（
成
美
社
）の
編
集
を
担
い
、

さ
ら
に
翌
一
八
八
八（
明
治
二
十
一
）年
に
は
文
芸
誌
『
都
の
花
』（
金
港
堂
）の
主
筆

に
迎
え
ら
れ
て
い
る（
山
田
美
妙
の
生
涯
に
つ
い
て
は
塩
田
良
平（
一
九
三
八
）、
嵐
山
光

三
郎（
二
〇
一
二
）を
参
照
の
こ
と
）。

　

事
実
上
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
は
一
八
八
七
年
に
『
読
売
新
聞
』
に
発
表
し
た

『
武
蔵
野
』
で
あ
る
。
坪
内
逍
遙
が
一
八
八
五（
明
治
十
八
）年
、『
小
説
神
髄
』
に

ダ体の意味
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よ
っ
て
近
代
小
説
の
あ
る
べ
き
姿
を
理
論
的
に
説
い
た
も
の
の
、
実
作
と
し
て
は

同
年
の
『
一
読
三
歎　

当
世
書
生
気
質
』
の
よ
う
に
、
雅
俗
折
衷
体
に
よ
る
作
品

を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
、
美
妙
が
『
武
蔵
野
』
で
示
し

た
過
剰
な
レ
ト
リ
ッ
ク
に
彩
ら
れ
た
清
新
な
言
文
一
致
体
が
驚
き
を
も
っ
て
迎
え

ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
同
じ
年
に
『
新
編　

浮
雲
』
第
一
篇
を
出
版

し
た
二
葉
亭
四
迷（
一
八
六
四
～
一
九
〇
九
）と
と
も
に
、
美
妙
は
言
文
一
致
の
強
力

な
推
進
者
と
し
て
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

美
妙
は
言
文
一
致
を
み
ず
か
ら
の
作
品
に
お
い
て
実
践
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
必
要
性
、
妥
当
性
を
断
固
と
し
て
主
張
す
る
先
鋭
的
な
理
論
家
の
側
面
も

も
っ
て
い
た
。
一
八
八
八
年
に
『
学
海
之
指
針
』
第
八
号
に
発
表
し
た
「
言
文
一

致
論
概
略
」
で
は
、「
言
を
文
に
近
づ
け
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
普
通
文
論
者
の

考
え
方
に
対
し
て
、「
文
を
言
に
近
づ
け
る
」
と
い
う
言
文
一
致
論
者
の
立
場
を

明
確
に
と
り
、
そ
の
優
越
性
を
鋭
く
主
張
し
て
い
る
。
美
妙
は
評
論
活
動
も
て
い

ね
い
体
の
言
文
一
致
で
行
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
〈
ス
タ
イ
ル
〉
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
、
美
妙
は
上
流
、
中
流
、
下
流

の
三
つ
の
語
法
を
想
定
し
て
い
る
。
名
詞
述
語
に
即
し
て
言
う
と
、「
ご
ざ
い
ま

す
」
を
上
流
辞
、「
で
す
」
を
中
流
辞
、「
だ
」
を
下
流
辞
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

言
文
一
致
に
よ
る
野
心
的
な
作
品
『
武
蔵
野
』
を
世
に
問
う
に
あ
た
っ
て
採
用
し

た
の
は
「
下
流
の
語
法
」
で
あ
る
「
だ
」
を
用
い
た
ダ
体
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
美
妙
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

は
じ
め
言
文
一
致
の
基
礎
に
す
る
の
は
何
が
宜
い
か
と
考
へ
て
、
ま
づ
第

一
、「
簡
略
」
の
徳
の
あ
る
物
を
択
ば
う
と
掛
か
り
ま
し
た
。　

こ
れ
は
従

来
の
和
文
が
冗
長
に
過
ぎ
た
点
、
そ
れ
を
避
け
や
う
と
第
一
思
ツ
た
結
果
で

す
。　

そ
れ
で
「
簡
略
」
の
点
で
上
中
下
三
流
の
語
法
を
し
ら
べ
る
と
、
今

思
へ
ば
間
違
ツ
て
居
ま
し
た
が
、
下
流
の
語
法
が
一
番
そ
の
点
に
於
て
及
第

す
る
や
う
で
し
た
。　

そ
れ
か
ら
そ
の
語
法
を
用
ゐ
て
来
る
、
さ
う
為
る
と

第
一
に
当
惑
し
た
の
は
「
何
々
ダ
」
と
い
ふ
語
法
が
出
て
来
た
こ
と
で
す
。　

「
ダ
」
は
音
調
さ
へ
甚
だ
耳
に
立
つ
も
の
を
更
に
下
流
で
あ
ら
く
用
ゐ
れ
ば

い
よ
〳
〵
怪
し
く
見
え
て
来
ま
し
た
。　

が
、
し
か
し
な
が
ら
今
日
ま
で
の

語
法
に
人
造
の
強
い
変
化
を
与
へ
る
の
は
全
体
小
生
は
好
み
ま
せ
ん
。　

「
ダ
」
と
い
ふ
助
動
詞
を
去
ツ
て
名
詞
で
結
ぶ
の
は
如
何
に
も
「
美
」
と
い

ふ
点
か
ら
は
申
分
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
は
完
全
な
文（
文
法
上
の
）と
い

ふ
も
の
が
殆
ど
出
来
な
く
な
る
程
で
す
。

　

出
来
る
だ
け
文
を
言
に
近
付
け
て
そ
れ
で
又
文
法
上
か
ら
正
し
て
も
欠
目

の
無
い
の
を
求
め
ま
す
か
ら
自
然
「
ダ
」
を
ば
度
外
に
置
く
訳
に
行
か
な
く

為
ツ
て
、
其
時
は
斯
う
考
へ
ま
し
た
、「
言
の
た
め
に
は
寧
ろ
些
計
の
美
を

ば
犠
牲
に
為
や
う
」
と
。（
山
田
美
妙
「
不
知
庵
大
人
の
御
批
評
を
拝
見
し
て
御
返

答
ま
で
に
作
つ
た
懺
悔
文
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
三
五
・
第
一
三
六
号
、
一
八
八
八
年
）

　

つ
ま
り
、
美
妙
は
そ
れ
ま
で
の
和
文
が
も
つ
冗
長
さ
を
嫌
い
、
簡
略
さ
を
重
視

し
た
結
果
と
し
て
「
下
流
の
語
法
」
が
も
っ
と
も
目
的
に
か
な
う
と
考
え
、「
だ
」

を
語
尾
と
す
る
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
書
か
れ
た
作
品
の
う
ち
で
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
も
つ
も
の
が
『
武
蔵
野
』

で
あ
り
、
ま
た
『
籠
の
俘
囚
』
で
あ
っ
た
。『
武
蔵
野
』
は
先
述
の
と
お
り
『
読

売
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、『
籠
の
俘
囚
』
は
一
八
八
八
年
に
金
港
堂
か

ら
出
版
さ
れ
た
作
品
集
『
夏
木
立
』
に
『
武
蔵
野
』
と
と
も
に
収
め
ら
れ
た
作
品

で
あ
る
。
こ
の
二
作
品
に
つ
い
て
は
第
五
節
、
第
六
節
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
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に
す
る
。

　

さ
て
、『
武
蔵
野
』
及
び
作
品
集
『
夏
木
立
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
美

妙
の
言
文
一
致
体
は
批
評
家
の
毀
誉
褒
貶
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
お
お
む
ね
作
品

自
体
を
好
意
的
に
受
け
止
め
る
一
方
で
、
美
妙
の
過
剰
な
修
辞
法
、
な
ら
び
に
美

妙
が
採
用
し
た
言
文
一
致
の
語
法
と
し
て
の
ダ
体
に
つ
い
て
は
厳
し
い
批
判
を
受

け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
時
の
批
評
の
い
く
つ
か
を
見
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
作
品
集
『
夏
木
立
』
の
批
評
を
『
国
民
之
友
』
に
寄
稿
し
て
い
る
石
橋

忍
月
は
、「
斬
新
卓
絶
の
文
を
縦
横
自
在
に
運
転
し
至
微
至
細
の
情
致
を
巧
妙
に

描
く
」
と
美
妙
に
対
す
る
高
い
評
価
を
述
べ
な
が
ら
も
、
修
辞
法
の
過
剰
さ
を
具

体
的
に
指
摘
し
つ
つ
批
判
し
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ダ
体
に
対
す
る
不

満
を
述
べ
て
い
る
。

又
語
尾
の
「
だ
」
の
字
、
例
え
ば
旅
行
の
体
だ
、
貴
人
だ
、
有
様
だ
等
の
如

き
は
矢
張
り
「
い
ら
つ
め
」
や
何
か
の
如
く
「
で
す
」
と
書
き
直
さ
れ
た
方

が
穏
当
な
ら
ん
と
考
ふ
。（
石
橋
忍
月
「
夏
木
た
ち
」『
国
民
之
友
』
第
二
九
号
、

一
八
八
八
年
）

　

巌
本
善
治
が
編
集
す
る
『
女
学
雑
誌
』
に
も
無
署
名
で
は
あ
っ
た
が
『
夏
木

立
』
の
批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
話
し
こ
と
ば（
俗
語
）に
文
章
を
近
づ
け
る
と

い
う
過
激
な
言
文
一
致
を
諫
め
る
と
同
時
に
、『
籠
の
俘
囚
』
の
冒
頭
文
を
引
用

し
て
、
ダ
体
を
捨
て
「
優
美
な
る
語
法
」
を
採
用
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

言
文
一
致
は
結
構
の
事
な
り
。
然
し
言
文
一
致
の
目
的
は
成
べ
く
言
文
を

一
致
す
る
に
存
し
、
今
の
文
章
を
今
日
の
言
葉
に
迄
で
持
行
く
と
云
ふ
に
は

あ
ら
じ
、
換
言
す
れ
ば
、
此
の
文
章
を
更
ら
に
言
葉
に
近
づ
か
し
む
る
通
り

に
、
亦
た
此
の
言
葉
を
更
に
文
章
に
近
づ
か
し
む
る
に
在
り
と
覚
悟
す
。
故

に
、「
一ひ

と
ま室
の
裡う
ち

で
会は
な
し話
を
し
て
居を

る
の
は
二
人
の
貴
人
だ
」。
な
ど
と
、
仰

せ
ら
れ
ず
、
矢
張
り
相
応
の
文
辞
と
耳
に
聞
え
て
分
か
る
程
の
優
美
な
る
語

法
に
止
め
、
今
の
言
語
を
之
に
似
せ
し
む
る
よ
う
尽
力
す
る
が
大
切
な
ら
ん
。

名
家
の
文
章
洛
陽
に
出
で
ゝ
、
市
中
の
言
語
大
に
変
化
し
た
る
こ
と
は
、
西

洋
支
那
に
実
例
多
き
こ
と
な
り
。（「
夏
木
立
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
二
六
号
、
一

八
八
八
年
）

　

ダ
体
に
対
す
る
批
判
者
の
最
後
と
し
て
不
知
庵
主
人
こ
と
内
田
魯
庵
に
よ
る
批

評
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
美
妙
自
身
や
二
葉
亭
四
迷
と
も
親
交
が
あ
っ
た
内
田

魯
庵
も
ま
た
『
夏
木
立
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
ダ
体
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
て

い
る
。

　

殊
に
大
人
は
下
流
の
言
語
を
重
に
用
ゐ
ら
れ
し
が
「
了
解
し
易
か
ら
ん
が

為
め
」
と
し
い
へ
ば
道
理
あ
る
如
く
聞
ゆ
れ
ど
「
何
々
ダ
」「
オ
イ
何
々
」

な
ど
大
に
風
韻
に
乏
し
く
情
な
く
も
是
が
為
め
に
大
人
が
作
を
退
く
る
も
の

あ
り
大
人
が
い
や
高
き
御
見
識
に
て
は
彼
等
は
小
説
眼
を
持
た
ず
と
一
ト
口

に
言
消
し
給
ふ
か
知
ら
ね
ど
一
二
不
穏
当
文
字
の
為
め
に
大
人
の
好
著
作
を

知
ら
し
め
ざ
る
も
残
念
に
候
は
ず
や（
不
知
庵
主
人
「
山
田
美
妙
大
人
の
小
説
」

『
女
学
雑
誌
』
一
三
二
号
・
一
三
四
号
、
一
八
八
八
年
）

魯
庵
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、
ダ
体
は
分
か
り
や
す
い
と
い
う
利
点
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、「
下
流
の
言
語
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
「
風
韻
」
の
乏
し
さ

は
近
代
小
説
文
体
に
用
い
る
語
法
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

美
妙
が
彼
の
言
文
一
致
文
体
に
お
い
て
採
用
し
た
ダ
体
は
、
こ
こ
に
見
て
き
た

よ
う
に
、
批
評
家
か
ら
の
激
し
い
反
発
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
批
判
に
耐
え
る

ダ体の意味
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だ
け
の
神
経
を
も
た
な
か
っ
た
美
妙
は
、
内
田
魯
庵
の
批
判
に
対
す
る
「
懺
悔

文
」
と
い
う
形
で
、
ダ
体
か
ら
の
撤
退
と
中
流
の
語
法
で
あ
る
デ
ス
マ
ス
体
の
採

用
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

併
し
、
こ
れ
か
ら
下
流
を
い
ゝ
と
撰
ん
だ
の
は
其
の
実
違
ツ
て
居
た
の
で

す
。　

後
に
ま
た
深
く
調
べ
て
見
る
と
実
に
案
外
、
中
流
と
下
流
の
間
に
は

大
し
た
簡
冗
の
相
違
が
無
い
の
で
す
。
そ
の
外
に
損
益
の
段
か
ら
言
へ
ば
中

流
は
空
間
の
い
や
し
く
な
い
と
い
ふ
益
を
持
ち
、
下
流
は
反
対
の
損
を
持
ツ

て
居
ま
す
。
元
来
下
流
の
用
ゐ
ら
れ
た
の
は
簡
で
あ
る
為
で
し
た
。　

そ
れ

が
左
様
で
あ
り
ま
せ
ん
。　

な
ら
ば
下
流
は
ど
う
し
て
も
中
流
に
一
歩
を
ゆ

ず
る
訳
で
す
。（
山
田
美
妙
「
不
知
庵
大
人
の
御
批
評
を
拝
見
し
て
御
返
答
ま
で
に

作
つ
た
懺
悔
文
」『
女
学
雑
誌
』
第
一
三
五
・
第
一
三
六
号
、
一
八
八
八
年
）

　

最
後
に
、
少
し
時
間
が
経
過
し
た
時
期
に
お
け
る
美
妙
の
回
想
を
見
て
お
こ
う
。

美
妙
が
ダ
体
に
挫
折
し
デ
ス
マ
ス
体
に
転
向
し
た
経
緯
が
美
妙
の
視
点
か
ら
簡
潔

に
ま
と
め
て
あ
る
。

　

そ
の
時
、
主
に
用
い
た
語
尾
は
「
だ4

」
で
あ
り
ま
し
た
。
即
ち
『
…
…
し

た
の
だ
』『
…
…
が
そ
れ
だ
』
の
調
子
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
世
間
の
攻
撃
と
云
ふ
の
は
非
常
で
、
当
時
の
主
な
る
学
者
や

識
者
の
白に

ら
み眼
が
、
悉
く
私
の
一
身
に
蝟ゐ
し
ふ集
す
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
攻

撃
の
主
要
点
は
と
云
へ
ば
、
す
べ
て
『
俗
だ
。』『
下
品
だ
。』
と
云
ふ
の
に

あ
つ
た
で
す
。
私
は
兎
に
角
信
じ
る
儘
を
行
つ
た
迄
で
、
別
に
恐
ろ
し
い
と

云
ふ
感
情
に
は
接
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
内
心
少
々
は
迷
つ
た
も

の
で
す
。
其
の
結
果
、
私
は
一
工
夫
加
へ
て
…
…
『
で
す
。』
調
を
用
ゐ
て

見
ま
し
た
。（
山
田
美
妙
「
明
治
文
学
の
揺
籃
時
代
」『
中
学
世
界
』
第
十
九
巻
第
十

五
号
、
一
九
〇
六（
明
治
三
十
九
）年
）

　

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
山
田
美
妙
の
言
文
一
致
小
説
で
採
用
さ
れ
た
ダ
体

は
、
下
流
の
語
法
で
あ
り
下
品
な
語
感
が
払
拭
で
き
な
い
と
し
て
批
評
家
か
ら
の

手
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
、
美
妙
自
身
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
一
般
に
、
母
語
話
者
の
文
法

性
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
文
法
説
明
に
つ
い
て
は
慎
重
に
扱
う
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
批
評
家
た
ち
が
美
妙
作
品
に
現
れ
る
ダ

体
に
異
様
と
も
言
え
る
不
自
然
さ
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
彼
ら
の
文
法
性

判
断
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
十
分
に
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
ダ
体
に
は
下
品
な
語
感
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
当
時
の
批
評
家
の
文
法
説
明

に
つ
い
て
は
保
留
し
て
、
美
妙
の
作
品
を
実
際
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
次
節
で
調
査
の
手
順
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、
五
節
以
降
で
美
妙
の

作
品
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四　

調
査
の
手
順

　

本
稿
は
以
下
の
三
段
階
の
作
業
を
経
て
得
ら
れ
た
調
査
結
果
に
も
と
づ
い
て
論

じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

第
一
段
階
と
し
て
作
品
中
の
文
を
地
の
文
と
会
話
文
に
分
け
る
。
明
治
二
十
年

代
の
小
説
は
句
読
点
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
、
文
認
定
に
困
難
が
生
じ

る
場
合
が
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
山
田
美
妙
、
そ
し
て
美
妙
と
の
比
較
に

お
い
て
取
り
上
げ
る
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
は
句
読
点
を
明
確
に
付
け
る
方
針
を
と
っ

て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
作
業
に
あ
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た
っ
て
問
題
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
方
針
を
と
っ
た
。

　

①�　

こ
の
時
代
に
は
句
読
点
以
外
に
白
ゴ
マ
点（「
、」）と
呼
ば
れ
る
記
号
が
あ

り
、
使
用
規
則
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
白
ゴ
マ
点
す
べ
て
を
ど

ち
ら
か
一
方
に
帰
属
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
文
脈
の
中
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の

意
味
的
な
「
切
れ
」
の
大
き
さ
を
判
定
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

②�　

本
稿
の
研
究
対
象
は
地
の
文
で
あ
る
。
会
話
文
は
「　

」
で
ひ
と
ま
と
ま

り
の
言
語
行
為
で
あ
る
と
考
え
、
ひ
と
つ
の
文
と
し
て
処
理
し
た
。
例
え
ば

「
武
士
と
や
。
打い

で

揃た
ち

は
」
と
い
う
発
言
で
は
、
こ
れ
を
二
文
か
ら
な
る
会
話

と
は
考
え
ず
、
全
体
で
一
文
の
会
話
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
。

　

③�　

会
話
文
の
前
に
導
入
と
し
て
明
確
な
「
切
れ
」
の
な
い
文
が
置
か
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
と
言
は
れ
て
若
い
の
も
点
頭
い
て
、
／
「
左
様

ぢ
ゃ
。」」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
こ
の
導
入
部
と

発
言
を
ま
と
め
て
一
文
の
会
話
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
。

　

第
二
段
階
と
し
て
、
地
の
文
を
述
語
の
品
詞
の
タ
イ
プ
に
も
と
づ
い
て
分
類
す

る
。
本
稿
は
〈
ス
タ
イ
ル
〉
に
着
目
し
た
分
析
を
行
う
の
で
、
述
語
の
タ
イ
プ
分

け
も
こ
の
観
点
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。
例
え
ば
「
来
な
い
だ
ろ
う
」
の
「
だ
ろ

う
」
は
「
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
〈
ス
タ
イ
ル
〉
の
対
立
を
も
つ
こ
と
か
ら
名
詞
的

な
性
質
を
も
つ
述
語
と
し
て
処
理
す
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
も
の
を
名
詞
型
の
述

語
と
呼
ぶ
。「
の
だ
」
を
文
末
に
と
る
文
も
名
詞
型
と
す
る
。「
来
な
い
か
も
し
れ

な
い
」
の
「
か
も
し
れ
な
い
」
は
動
詞
の
否
定
形
が
文
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
動
詞
型
と
す
る
。「
来
な
い
ら
し
い
」
は
形
容
詞
型
と
考
え
る
。

　

第
三
段
階
に
お
い
て
は
、
名
詞
型
述
語
の
語
形
を
仕
分
け
る
。
こ
こ
で
も
〈
ス

タ
イ
ル
〉
に
注
目
す
る
本
稿
の
関
心
に
従
っ
て
、「
だ
」
語
尾
を
と
る
か
、「
で
あ

る
」
語
尾
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
語
尾
を
と
ら
な
い
名
詞
終
止
を
と
る
か
と
い
っ

た
と
こ
ろ
に
対
象
を
絞
る
こ
と
と
し
、
否
定
や
疑
問
と
い
っ
た
語
形
は
「
そ
の

他
」
と
し
て
ま
と
め
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

　

以
下
の
節
で
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
の
結
果
に
も
と
づ
い
て
、
山
田
美
妙
の
ふ

た
つ
の
ダ
体
作
品
、『
武
蔵
野
』（
第
五
節
）、『
籠
の
俘
囚
』（
第
六
節
）の
二
作
を

順
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

五　

『
武
蔵
野
』
の
名
詞
型
述
語

　

『
武
蔵
野
』
は
一
八
八
七（
明
治
二
十
）年
十
一
月
二
十
、
二
十
三
日
、
十
二
月

六
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
発
表
さ
れ
、
作
品
集
『
夏
木
立
』
に
収
録
さ
れ
た
美
妙

の
出
世
作
で
あ
る
。
室
町
時
代
と
い
う
時
代
背
景
を
意
識
し
て
会
話
文
に
狂
言
を

彷
彿
と
さ
せ
る
お
じ
ゃ
る
言
葉
を
、
地
の
文
は
ダ
体
を
採
用
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
梗
概
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
南
北
朝
時
代
、
武
蔵
野
を
旅
す
る
二
人
の

武
士
が
い
る
。
年
配
の
武
士
は
秩ち

ち

父ぶ

民み
ん

部ぶ

、
若
い
方
は
世せ

良ら

田だ

三さ
ぶ

郎ろ
う

と
い
う
名
で

二
人
は
舅
と
婿
の
関
係
で
あ
る
。
新
田
義
興
の
軍
に
加
わ
る
旅
の
途
中
で
二
人
は

足
利
方
の
騎
馬
武
者
に
見
つ
か
り
、
殺
害
さ
れ
る（
上
）。
崖
下
の
邸
宅
で
は
民
部

の
妻
が
そ
の
娘
で
あ
り
三
郎
の
妻
で
あ
る
忍お

し

藻も

を
諭
し
て
い
る
。
武
芸
の
た
し
な

み
が
あ
る
忍
藻
は
二
人
を
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
母
の
諫
め
で

い
っ
た
ん
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
か
に
見
え
た
忍
藻
だ
っ
た
が
、
つ
い
に
家

を
飛
び
出
し
て
し
ま
う（
中
）。
翌
朝
、
母
は
忍
藻
が
い
な
い
こ
と
に
気
づ
き
屋
敷

内
は
騒
ぎ
と
な
る
。
そ
こ
へ
旅
の
武
士
が
訪
れ
民
部
と
三
郎
の
死
を
伝
え
る
。
娘

が
出
奔
し
た
こ
と
を
聞
い
た
武
士
は
屋
敷
へ
来
る
途
中
の
山
中
で
若
い
女
性
が
熊

ダ体の意味
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に
食
い
殺
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
告
げ
る（
下
）。
美
妙
の
作
品
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
救
い
の
な
い
悲
劇
で
あ
る
。

　

本
稿
の
調
査
に
よ
る
と
『
武
蔵
野
』
の
総
文
数
は
二
二
九
例
、
内
訳
は
地
の
文

が
一
五
四
例（
六
七
・
二
％
）、
会
話
文
が
七
五
例（
三
二
・
八
％
）で
あ
る
。
地
の
文

の
述
語
の
タ
イ
プ
の
内
訳
は
動
詞
型
八
九
例（
五
七
・
八
％
）、
形
容
詞
型
一
三
例

（
八
・
四
％
）、
名
詞
型
四
六
例（
二
九
・
九
％
）、
そ
の
他
六
例（
三
・
九
％
）と
な
っ
て

い
る
。
小
説
に
お
い
て
物
語
の
進
行
に
主
と
し
て
関
わ
る
の
は
動
詞
型
述
語
で
あ

る
。
名
詞
型
述
語
は
二
項
の
関
係
性
を
表
し
た
り
、
文
脈
と
の
関
係
づ
け
を
表
す
。

　

名
詞
型
述
語
の
語
形
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
表
3
と
し
て
示
す
。

表 3　『武蔵野』の名詞型述語

用例数 ％

ダ終止 14例  30.4％

ダッタ終止

デアル終止

デアッタ終止  4例  8.7％

デ終止

名詞終止 15例  32.6％

その他 13例  28.3％

合計 46例 100.0％

　

表
3
か
ら
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。『
武
蔵
野
』
は
ダ
体
を
採
用

し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
「
だ
」
で
終
止
し
て
い
る
の
は
一
四
例
に

過
ぎ
ず
、
コ
ピ
ュ
ラ
を
と
ら
な
い
名
詞
終
止
の
文
が
ほ
ぼ
同
数
存
在
し
て
い
る
。

ま
た
、
過
去
形
と
し
て
は
「
だ
っ
た
」
で
は
な
く
「
で
あ
っ
た
」
を
用
い
て
お
り
、

「
だ
」
と
「
だ
っ
た
」、「
で
あ
る
」
と
「
で
あ
っ
た
」
が
対
立
す
る
と
い
う
整
然

と
し
た
体
系
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、『
武
蔵
野
』
の
ダ
体
に
つ
い
て
用
例
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
⑴

は
二
人
の
主
人
公
の
登
場
場
面
で
あ
り
、
石
橋
忍
月
が
美
妙
の
ダ
体
を
批
判
す
る

批
評
に
お
い
て
引
用
し
て
い
た
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

⑴�　

頃
は
秋
。
其
処
此
処
我
儘
に
生
え
て
居
た
木
も
既
に
緑
の
上う
は

衣ぎ

を
剥
が
れ

て
、
寒
い
か
、
風
に
慄ふ

る

へ
て
居
る
と
、
旅た
び

帰が
へ
りの
椋む
く

鳥ど
り

は
慰
な
ぐ
さ
め顔が
ほに
も
澄
ま
し
切

ツ
て
囀さ

へ
づツ
て
居
る
。
処
へ
大
層
急い
そ
ぎ足あ
しで
西
の
方
か
ら
歩あ
る
い行
て
来
る
の
は
わ
づ

か
二
人
の
武
者
で
、
い
づ
れ
も
旅
行
の
体
だ
。（
上
）

　

⑵�　

言
切
つ
て
母
は
返
辞
を
待ま
ち
が
ほ皃
に
忍お
し

藻も

の
顔
を
見
詰
め
る
の
で
忍
藻
も
仕
方

な
さ
さ
う
に
、
挨
拶
し
た
が
、
そ
れ
も
僅
か
に
一ひ

と

言こ
と

だ
。（
中
）

　

⑶�　

話
の
間
だ
が
一
寸
茲こ
ゝ

で
忍（
お
し
も
）藻の
性
質
や
身
上
が
稍
詳つ
ま
び
ら
か細に
述
べ
ら
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
実
に
忍
藻
は
こ
の
老
女
の
実
子
で
、
父
親
は
秩
父
民
部
と

て
前
回
武
蔵
野
を
旅
行
し
て
居
た
旅
人
の
中
の
年
を
取
つ
た
方
だ
。
そ
し
て

旅
人
の
若
い
方
は
す
な
は
ち
世
良
田
三
郎
で
、
母
親
の
話
で
も
大
抵
わ
か
る

が
、
忍お

し

藻も

に
は
す
な
は
ち
夫
だ
。（
中
）

　

⑷�　

畏
ま
つ
て
下し
も
べ男
ハ
起た

つ
て
行
く
と
、
入
代
つ
て
入
つ
て
来
た
の
は
三
十
前

後
の
武
士
だ
、（
下
）

　

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
同
時
代
の
批
評
家
か
ら
猛
烈
な
批
判
を
加
え
ら
れ
た

美
妙
の
ダ
体
は
、
実
は
、
現
代
語
の
語
感
で
も
き
わ
め
て
落
ち
着
き
の
悪
い
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
文
と
し
て
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
み
れ
ば
、
文
法
性

に
は
問
題
な
い
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
文
脈
の
中
に
戻
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の

ダ
体
に
よ
る
終
止
は
文
脈
と
調
和
し
て
お
ら
ず
、
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
現

代
語
を
母
語
と
す
る
読
者
の
語
感
が
当
時
の
批
評
家
の
語
感
と
同
一
で
あ
る
と
ま
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で
主
張
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
文
を
奇
妙
だ
と
感
じ
る
点

で
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

「
だ
」
が
品
格
に
欠
け
る
語
感
を
も
つ
と
い
う
当
時
の
批
判
は
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、「
だ
」
を
用
い
た
す
べ
て
の
文
が
同
様
に
低

い
容
認
性
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
批
評
中
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
用
例
に
つ
い
て

の
当
時
の
文
法
性
判
断
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
現
代
語
の
語

感
で
は
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

　

⑸�　

そ
し
て
先
年
尊た
か
う
じ氏
が
石
浜
へ
追
詰
め
ら
れ
た
と
も
言
ひ
、
ま
た
今
日
ハ
早

く
鎌
倉
へ
是
等
二
人
が
向
ツ
て
行
く
と
言
ふ
の
で
見
る
と
、
二
人
と
も
間
違

無
く
新
田
義
興
の
隊て

の
者
だ
ら
う
。
応
答
の
内
に
は
い
づ
れ
も
武む

者し
や

気か
た
ぎ質
の

凜り

々ゝ
し
い
処
が
見
え
て
居
た
が
、
比く
ら
べ
あ合
は
せ
て
見
る
と
ど
う
し
て
も
若
い
の

は
年
を
取
ツ
た
の
よ
り
ま
だ
軍い

く
さに
も
馴
れ
な
い
の
で
血ち
な
ま
ぐ
さ
げ

腥
気
が
薄
い
や
う
だ
。

（
上
）

語
り
手
の
見
解
を
述
べ
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
「
や
う
だ
」
の
ダ
体
は
、
前
に
見
た

四
例
と
同
様
の
不
自
然
さ
は
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
が
正
し
い
な
ら
、

『
武
蔵
野
』
の
作
中
に
は
容
認
で
き
る
ダ
体
と
容
認
し
に
く
い
ダ
体
が
あ
っ
た
と

い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
近
代
語
話
者
の
語
感

と
現
代
語
話
者
の
語
感
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
は
十
分
認
識
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
近
代
語
と
現
代
語
を
突
き
あ
わ
せ
て
新
し
い

視
点
を
得
よ
う
と
す
る
対
照
研
究
の
立
場
か
ら
、
あ
え
て
こ
の
方
向
で
分
析
を
進

め
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
七
節
で
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
『
初
恋
』

を
見
る
際
に
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

『
武
蔵
野
』
の
名
詞
型
述
語
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
コ
ピ
ュ
ラ
を
と
ら

ず
に
名
詞
で
終
止
す
る
名
詞
終
止
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
小
説
言
語
と

し
て
は
名
詞
終
止
は
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
美
妙
は
前
に
引
用
し
た

「
懺
悔
文
」
に
お
い
て
「「
美
」
と
い
ふ
点
か
ら
は
申
分
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

で
は
完
全
な
文（
文
法
上
の
）と
い
ふ
も
の
が
殆
ど
出
来
な
く
な
る
程
」
と
述
べ
て

「
些
計
の
美
を
ば
犠
牲
に
為
や
う
」
と
い
う
方
針
を
掲
げ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
実
際
に
は
そ
の
方
針
を
徹
底
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

名
詞
終
止
に
は
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑹
は
「
だ
」
を

補
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
⑺
は
む
ず
か
し
い
。

　

⑹�　

心
は
人
の
物
で
な
い
。
母
の
心
は
母
の
も
の
。
そ
れ
で
制
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
目
を
ね
む
ツ
て
気
を
落
付
け
、
一
心
に
陀
羅
尼
経
を
読
ま
う
と
し

て
も（
口
の
上
に
ば
か
り
声
は
出
る
が
）、
脳
の
中
に
は
感
じ
が
無
い
。（
下
）

　

⑺�　

心
の
水
は
沸に
え

立た

ツ
た
。
そ
れ
朝あ
さ

餉が
れ
ひの
竈か
ま
ど
を
跡
に
見
て
跡
を
追
ひ
に
出
る

庖く
り
や廚
の
炊み

づ
し
め婢

。
さ
ア
鋤
を
手
に
取
ツ
た
ま
ゝ
尋
ね
に
飛
出
す
畑
の
僕し

も
べ。

家
の

中
は
大
騷
動
。（
下
）

⑹
は
「
Ｘ
は
Ｙ
だ
」
型
の
基
本
的
な
名
詞
述
語
文
の
コ
ピ
ュ
ラ
の
「
だ
」
を
脱
落

さ
せ
る
こ
と
で
何
ら
か
の
表
現
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
⑺
は
「
Ｘ

が
～
し
た
」
の
よ
う
な
動
詞
述
語
文
を
名
詞
修
飾
構
造
に
変
え
る
こ
と
で
「
～
し

た
Ｘ
。」
の
よ
う
な
文
を
生
み
出
す
も
の
で
、
名
詞
で
終
止
し
て
い
る
も
の
の
厳

密
な
意
味
で
は
述
語
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
後
者
の
よ
う
な

名
詞
終
止
は
近
代
を
迎
え
る
以
前
か
ら
頻
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
コ

ピ
ュ
ラ
を
も
た
な
い
た
め
に
テ
ン
ス
を
分
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
阪
倉
篤
義

（
一
九
八
六
）は
『
浮
雲
』
の
文
章
の
特
徴
を
述
べ
る
中
で
、
名
詞
終
止
の
多
用
に

つ
い
て
「
歌
舞
伎
の
セ
リ
フ
」
や
「
浄
瑠
璃
の
文
句
」「
西
鶴
の
文
章
」
と
の
類

ダ体の意味
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似
性
を
指
摘
し
た
上
で
、「
感
情
を
こ
め
て
、
ひ
と
つ
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
ト
ン

ト
ン
と
運
ん
で
行
く
よ
う
に
特
に
作
ら
れ
た
文
体
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

実
体
を
も
つ
語
り
手
に
よ
る
「
語
り
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
近
代
的
な
文
章
日
本

語
を
形
成
す
る
に
は
こ
の
よ
う
な
語
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
美

妙
は
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
も
、
実
践
に
お
い
て
徹
底
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

六　

『
籠
の
俘
囚
』
の
名
詞
型
述
語

　

『
武
蔵
野
』
に
続
い
て
『
籠
の
俘
囚
』
を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に
も
奇
妙
な
ダ
体

が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　

『
籠
の
俘
囚
』
は
一
八
八
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
夏
木
立
』
の
冒
頭
に
置
か
れ

た
作
品
で
、
断
片
的
な
作
品
が
多
い
『
夏
木
立
』
に
あ
っ
て
は
、
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
分
量
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
史
の
一
場
面
を
題
材
と
し
て
い
る
が
、

美
妙
は
序
文
に
お
い
て
こ
の
作
品
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
『
ル
ー
ク
リ
ー
ス
の

凌
辱
』
に
刺
激
を
受
け
て
書
い
た
と
記
し
て
い
る
。

　

梗
概
は
以
下
の
と
お
り
。
ロ
ー
マ
の
権
力
者
「
圧-

ぴ-

あ-

す（
ア
ッ
ピ
ア
ス
）」

と
商
人
「
黒-

お-

ぢ-

あ-

す（
ク
ロ
ー
ジ
ア
ス
）」
が
一
室
で
密
談
し
て
い
る
。
ア
ッ

ピ
ア
ス
が
懸
想
し
て
い
る
平
民
の
娘
「
馬-

あ-

じ-

に-

あ（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
）」
を

わ
が
物
に
で
き
な
い
か
と
い
う
相
談
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ジ
ア
ス
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア

に
罪
を
着
せ
て
連
行
し
て
自
由
を
奪
う
と
い
う
策
を
進
言
す
る（
其
上
）。
ア
ッ
ピ

ア
ス
は
そ
の
策
を
入
れ
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
裁
判
所
の
一
室
に
監
禁
し
、
思
い
を

告
げ
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
毅
然
と
し
て
そ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、
ア
ッ
ピ
ア
ス

は
力
づ
く
で
襲
い
か
か
る（
其
中
）。
ア
ッ
ピ
ア
ス
に
乱
暴
さ
れ
た
ま
ま
裁
判
所
の

一
室
に
横
た
わ
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
も
と
に
父
親
「
馬-

あ-

ぢ-

に-

あ-

す

（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
ス
）」
が
駆
け
つ
け
る
。
娘
は
死
を
願
い
、
父
は
悲
嘆
に
暮
れ
な

が
ら
娘
に
刃
を
振
り
下
ろ
す
。（
其
下
）。

　

こ
の
作
品
に
お
け
る
調
査
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。『
籠
の
俘
囚
』
の
総

文
数
は
一
九
九
例
、
地
の
文
が
八
一
例（
四
〇
・
七
％
）、
会
話
文
が
一
一
八
例（
五

九
・
三
％
）と
な
り
、
地
の
文
と
会
話
文
の
比
率
が
『
武
蔵
野
』
と
逆
転
し
て
い
る
。

『
武
蔵
野
』
は
地
の
文
で
物
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
強
く
、『
籠
の
俘
囚
』
は
会

話
で
物
語
を
進
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
と
言
え
る
。
地
の
文
の
述
語
の
タ
イ

プ
の
内
訳
は
動
詞
型
五
三
例（
六
五
・
四
％
）、
形
容
詞
型
三
例（
三
・
七
％
）、
名
詞

型
二
五
例（
三
〇
・
九
％
）で
あ
る
。『
籠
の
俘
囚
』
の
動
詞
型
述
語
と
名
詞
型
述
語

の
比
率
は
『
武
蔵
野
』
の
場
合
と
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ダ
体
と
名
詞

終
止
が
拮
抗
し
た
使
用
率
に
な
る
の
も
両
作
品
で
同
じ
傾
向
で
あ
る
。

　

名
詞
型
述
語
の
語
形
は
表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。

表 4　『籠の俘囚』の名詞型述語

用例数 ％

ダ終止 11例 44.0％

ダッタ終止

デアル終止

デアッタ終止

デシタ終止 1例 4.0％

デ終止

名詞終止 13例 52.0％

その他

合計 25例 100.0％

　

　

『
籠
の
俘
囚
』
の
ダ
体
も
現
代
語
の
感
覚
で
は
容
認
し
づ
ら
い
も
の
が
多
い
。
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⑻　

一ひ
と
ま室
の
裡
で
会は
な
し話
を
し
て
居
る
の
は
二
人
の
貴
人
だ
。（
其
上
）

　

⑼�　

実
に
圧-

ぴ-

あ-

す
は
貴
族
の
中
で
も
、
一
二
を
争
ふ
者
で
し
た
。
実
に

ま
た
其
代
り
貴
族
の
中
で
は
一
二
を
あ
ら
そ
ふ
獣
だ
。
実
に
黒-

お-

ぢ-

あ-

す
は
世
事
に
慣
れ
た
裁
判
官
だ
。
実
に
、
ま
た
其
代
り
、
欲
に
慣
れ
た
裁
判

官
だ
。
実
に
圧-
ぴ-

あ-

す
は
好
色
の
妖
怪
。
実
に
黒-

お-

ぢ-

あ-

す
は
金

銭
の
幽
霊
。

　
　
　

好
色
の
妖
怪
に
金
錢
の
幽
霊
、
実
に
是
が
羅
馬
の
貴
族
だ
。（
上
）

⑻
は
こ
の
作
品
の
冒
頭
文
で
あ
り
、
石
橋
忍
月
や
『
女
学
雑
誌
』
の
匿
名
子
の
批

評
で
非
難
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
例
で
あ
る
。
現
代
語
の
語
感
と
し
て
も
『
武
蔵

野
』
で
見
た
の
と
同
様
の
違
和
感
を
抱
か
せ
る
例
で
あ
ろ
う
。
美
妙
の
ダ
体
は
近

代
語
と
し
て
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
し
、
現
代
語
に
対
し
て
も
疑
問
を
投
げ
か
け

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

七　

ダ
体
の
意
味 

　
︱
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
『
初
恋
』
と
の
比
較
か
ら
︱

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
同
時
代
の
批
評
家
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
山

田
美
妙
の
『
武
蔵
野
』
あ
る
い
は
『
籠
の
俘
囚
』
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
ダ
体
に

は
、
現
代
語
の
語
感
か
ら
見
て
も
問
題
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
次
の
問
題
は
、

こ
れ
が
批
評
家
た
ち
が
い
う
よ
う
に
「
だ
」
が
下
流
の
語
法
で
あ
り
、
品
格
に
欠

け
る
か
ら
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
も
う
一
人

同
時
代
の
作
家
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
坪
内
逍
遙（
春
の
や
お
ぼ
ろ
）の

弟
子
で
あ
り
、
東
京
外
語
露
語
科
以
来
の
二
葉
亭
四
迷
の
友
人
で
あ
っ
た
嵯
峨
の

屋
お
む
ろ（
一
八
六
三
～
一
九
四
七
）で
あ
る
。

　

嵯
峨
の
屋
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
の
開
拓
者
で
あ
っ
た
。『
薄
命
の
す
ゞ
子
』（
一

八
八
八
年
）で
デ
ア
ル
体
、『
初
恋
』（
一
八
八
九
年
）で
ダ
体
、『
く
さ
れ
た
ま
ご
』

（
一
八
八
九
年
）で
雅
俗
折
衷
体
、『
野
末
の
菊
』（
一
八
八
九
年
）で
デ
ア
リ
マ
ス
体

を
試
み
た
嵯
峨
の
屋
は
、
言
文
一
致
の
先
頭
走
者
の
一
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い

た（
高
松
茅
村（
一
九
〇
〇
））も
の
の
、
そ
の
後
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
た
作
家
で
あ
る
。

　

『
初
恋
』
は
『
都
の
花
』
第
二
巻
第
六
号
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
り
、

言
文
一
致
に
関
す
る
浩
瀚
な
研
究
で
あ
る
山
本
正
秀（
一
九
六
四
）の
巻
末
の
年
表

に
「「
だ
」
調
秀
作
」
と
記
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
影
響

を
受
け
た
叙
情
性
が
高
く
評
価
さ
れ
、
嵯
峨
の
屋
の
出
世
作
と
な
っ
た
。
老
境
に

さ
し
か
か
っ
た
語
り
手
が
、
少
年
時
代
の
初
恋
を
回
想
す
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

　

舞
台
は
幕
末
の
江
戸
近
郊
の
と
あ
る
城
下
町
。
江
戸
住
ま
い
の
従
姉
が
主
人
公

宅
に
逗
留
す
る
こ
と
に
な
る
。
娘
が
江
戸
に
帰
る
日
が
近
づ
い
た
と
き
総
出
で
蕨

取
り
に
出
掛
け
る
が
、
主
人
公
と
娘
は
皆
と
は
ぐ
れ
て
心
細
い
思
い
を
す
る
。
主

人
公
は
娘
に
ほ
の
か
な
恋
愛
感
情
を
も
つ
よ
う
に
な
る
が
、
娘
は
江
戸
に
戻
っ
て

嫁
入
り
し
、
早
世
す
る
。
伊
藤
左
千
夫
の
『
野
菊
の
墓
』
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な

作
品
で
あ
る
。

　

美
妙
の
作
品
と
同
様
の
調
査
を
『
初
恋
』
に
対
し
て
も
行
っ
た
。
総
文
数
は
三

四
五
例
、
内
訳
は
地
の
文
が
二
八
一
例（
八
一
・
四
％
）、
会
話
文
が
六
四
例（
十

八
・
六
％
）で
あ
り
、
美
妙
の
二
作
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
地
の
文
の
比
率
が
高
い
。

登
場
人
物
の
会
話
よ
り
も
、
語
り
手
の
こ
と
ば
に
依
存
し
て
物
語
が
進
行
し
て
い

る
と
言
え
る
。
ま
た
、
地
の
文
の
品
詞
の
タ
イ
プ
の
観
点
で
は
、
動
詞
型
一
九
八

例（
七
〇
・
五
％
）、
形
容
詞
型
一
三
例（
四
・
六
％
）、
名
詞
型
六
六
例（
二
三
・
五
％
）、

ダ体の意味
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そ
の
他
が
四
例（
一
・
四
％
）と
な
っ
て
い
る
。

　

名
詞
型
述
語
の
文
末
形
式
を
ま
と
め
た
の
が
表
5
で
あ
る
。

表 5　『初恋』の名詞型述語

用例数 ％

ダ終止 10例 15.2％

ダッタ終止

デアル終止 1例 1.5％

デアッタ終止 18例 27.3％

デ終止 11例 16.7％

連体形終止 1例 1.5％

名詞終止 16例 24.2％

その他 9例 13.6％

合計 66例 100.0％

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
山
本
の
「「
だ
」
調
秀
作
」
と
い
う
評
価
に
比
し
て
ダ
体
は

一
〇
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
大
き
な
割
合
を
占
め
る

の
は
過
去
形
の
「
で
あ
っ
た
」
で
あ
り
、
名
詞
終
止
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
動
詞
述
語

文
で
も
圧
倒
的
に
タ
形
終
止
が
多
い
こ
の
作
品（
ル
形
九
例
に
対
し
て
タ
形
一
六
九

例
）は
、
少
年
時
代
の
回
想
と
い
う
性
質
上
、
過
去
形
を
原
則
と
し
て
用
い
る
と

い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
美
妙
の
作
品
に
な
か
っ
た
デ

終
止
が
一
定
数
見
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
二
葉
亭
が
頻
用
す
る

こ
の
語
法
は
「
だ
」
を
用
い
な
が
ら
も
言
い
切
ら
な
い
と
い
う
工
夫
か
ら
生
ま
れ

た
と
思
わ
れ
る
形
式
で
あ
る
。

　

⑽�　

山
奉
行
と
い
ふ
の
は
、
年
中
腰こ
し
べ
ん
た
う

弁
当
で
山
林
へ
出
張
し
て
、
山
林
一
切
の

事
を
管く

わ
ん
と
く督す
る
役
で
、
身
柄
の
よ
い
人
の
勤
む
る
役
で
は
な
い
、
其
故
自
分

等な
ど

に
対
し
て
も
、
自
然
丁
寧
な
の
で
。

　

さ
て
、
ダ
体
に
つ
い
て
見
て
お
く
。『
初
恋
』
は
美
妙
の
作
品
と
同
時
期
の
作

品
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
ダ
体
は
現
代
語
の
感
覚
で
も
違
和
感
を
感
じ
さ

せ
な
い
。

　

⑾�　

我
々
の
近ち
か
づく
の
に
気
が
着つ
い

た
か
、
件く
だ
んの
男
は
此こ
ち
ら方
を
ふ
り
向
い
た
、
見
覚

え
の
貌か

ほ

だ
、
よ
く
見
れ
ば
山や
ま
ぶ
ぎ
や
う

奉
行
の
森
と
い
ふ
人
で
、
残あ
と

の
二
人
は
山や
ま
が
た方

中ち
う
げ
ん間
で
あ
ッ
た
。

　

⑿�　

遙は
る
かに
向
ふ
を
見
渡
す
と
、
森
や
林
が
幾
里
と
も
な
く
続
い
て
居
る
が
、
霞

に
籠
ッ
て
限
り
も
な
く
遠
さ
う
だ
、
近
い
所
の
木
は
梢
を
水み

ず
か
が
み鏡に
写
し
て
、

倒さ
か
さに
水
底
か
ら
生は
え

て
居
る
が
、
其
水
の
青
さ
、
如い
　
か何
に
も
深
さ
う
だ
、
薪ま
き

を

積
上
げ
た
船
や
筏い

か
だが
湖
上
を
彼あ
　
ち
　
こ
　
ち

地
此
地
と
往
来
し
て
居
る
が
、
如い
　
か
　
さ
ま

何
様
林
か

ら
切
出
し
た
の
を
、
諸
方
に
運
送
す
る
者
ら
し
い
。

　

『
初
恋
』
の
ダ
体
に
対
す
る
同
時
代
の
語
感
を
探
る
直
接
的
な
手
段
は
な
い
。

『
初
恋
』
は
美
妙
の
作
品
ほ
ど
批
評
の
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
採
用
さ

れ
た
ダ
体
が
美
妙
の
も
の
と
同
様
の
印
象
を
与
え
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
間
接
的
な
証
拠
は
あ
る
。
杉
崎
俊
夫

（
一
九
八
五
）が
紹
介
す
る
と
こ
ろ
で
は
、『
文
章
世
界
』
三
の
十
三
号
に
Ｋ
Ｙ
老
人

と
い
う
人
物
の
追
憶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、『
初
恋
』
を
『
浮
雲
』
に
次

ぐ
も
の
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
そ
の
文
体
が
言
文
一
致
体
で

さ
ら
さ
ら
と
書
い
て
あ
つ
た
為
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
美

妙
の
ダ
体
が
反
発
を
浴
び
た
の
に
対
し
て
、
嵯
峨
の
屋
の
ダ
体
は
好
感
を
も
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

こ
れ
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
小
説
の
地
の
文
は
あ
る
視
点
か
ら
出
来
事

を
描
写
す
る
必
要
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
独
り
の
視
点
か
ら
出
来
事
を
描
写
す
る
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も
の
も
あ
れ
ば
、
出
来
事
の
外
に
語
り
手
が
存
在
す
る
も
の
も
あ
る
。
出
来
事
の

外
に
語
り
手
が
存
在
す
る
タ
イ
プ
の
中
に
も
語
り
手
が
実
体
を
も
っ
て
い
る
も
の

も
あ
れ
ば
、
語
り
手
が
実
体
を
も
た
な
い
も
の
も
あ
る
。『
浮
雲
』
第
一
篇
の
語

り
手
の
よ
う
に
主
人
公
が
下
宿
に
帰
る
の
を
見
届
け
た
あ
と
で
「
一
所
に
這
入
ツ

て
見
や
う
」
と
読
者
に
語
り
か
け
る
語
り
手
は
実
体
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
漱
石

や
鷗
外
の
諸
作
の
よ
う
に
語
り
手
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
地
の
文
は

実
体
を
も
た
な
い
語
り
手
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。

　

美
妙
作
品
と
嵯
峨
の
屋
作
品
の
違
い
は
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
視
点
に
あ
る
。

『
初
恋
』
が
自
分
自
身
の
青
年
時
代
を
回
想
す
る
と
い
う
語
り
手
＝
主
人
公
と
い

う
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
美
妙
の
方
は
語
り
手
が
登
場
人
物
に

同
化
せ
ず
、
作
品
世
界
と
は
別
の
場
所
か
ら
語
り
を
行
う
。
こ
の
違
い
が
決
定
的

な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ダ
体
は
特
定
の
視
点
か
ら
作
品
の
出
来
事
を
経
験
す
る

語
り
口
に
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
落
ち
着
き
が
悪
く
な
る
。
こ
の

よ
う
な
制
限
は
デ
ア
ル
体
に
は
な
い
。
ダ
体
を
試
み
た
美
妙
、
二
葉
亭
が
沈
黙
し

た
あ
と
で
活
躍
を
開
始
し
た
夏
目
漱
石
や
森
鷗
外
が
採
用
し
た
の
は
デ
ア
ル
体
で

あ
っ
た
。
視
点
の
制
約
を
も
た
な
い
デ
ア
ル
体
が
彼
ら
の
作
家
活
動
を
支
え
る
文

体
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

八　

結　
　

語

　

本
稿
で
は
ダ
体
と
デ
ア
ル
体
の
違
い
は
〈
ス
タ
イ
ル
〉
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
、
山
田
美
妙
の
創
作
活
動
に
お
い
て
訪
れ
た

ダ
体
に
よ
る
挫
折
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
語
に
も
通
じ
る
ダ
体
の

「
意
味
」
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
今
後
は
、
こ
こ
で
提
出
し
た
「
視
点
」

概
念
を
精
密
化
し
、
現
代
語
の
ダ
体
や
、
ダ
体
と
デ
ア
ル
体
の
混
交
と
い
っ
た
現

象
に
分
析
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

山
田
美
妙
『
武
蔵
野
』『
籠
の
俘
囚
』
の
本
文
に
つ
い
て
は
『
山
田
美
妙
集
第
一
巻
』（
臨

川
書
店
、
二
〇
一
二
年
）を
、
美
妙
の
評
論
に
つ
い
て
は
『
山
田
美
妙
集
第
九
巻
』（
臨
川

書
店
、
二
〇
一
四
年
）を
底
本
と
す
る
。
ま
た
、
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
『
初
恋
』
の
本
文
に

つ
い
て
は
『
明
治
文
学
全
集
17　

二
葉
亭
四
迷
・
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
集
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
一
年
）を
底
本
と
す
る
。
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