
一

　

本
稿
で
は
、
ア
サ
マ
ダ
キ
と
ア
サ
ボ
ラ
ケ
と
い
う
二
つ
の
語
の
意
味
を
考
え
る
。
こ
れ
ら
二
つ

の
語
は
、
古
典
作
品
に
頻
出
す
る
語
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
作
品
に
使

用
さ
れ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
語
の
意
味
を
検
討
す
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
語
は
既
に
そ
の
意
味

は
確
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
以
下
、
行
論
の
中
で
も
触
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
そ
れ
な
の
に
こ
こ
で
新
し
く
二
つ
の
単
語
の
意
味
を
論
じ
よ
う
と

す
る
の
か
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
語
は
朝
の
時
間
表
現
の
語
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
、
ア
サ
・
ア
シ
タ
（
朝
）
と

は
な
に
か
、
そ
れ
ら
の
単
語
と
一
日
の
始
ま
り
の
関
係
は
ど
う
あ
っ
た
の
か
の
理
解
の
間
違
い
が
、

こ
れ
ら
二
つ
の
単
語
の
理
解
に
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
問

題
は
既
に
、
い
く
つ
か
の
拙
稿
で
述
べ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
概
要
を
の
べ
る
こ
と
に

す
る
。

　

１
当
時
の
前
夜
か
ら
当
日
朝
の
時
間
表
現
は
、
ユ
フ
ベ
↓
ヨ
ヒ
↓
ヨ
ナ
カ
↓
ア
カ
ツ
キ
↓
ア
シ

タ
と
さ
れ
て
き
た
が
、
ア
カ
ツ
キ
と
ア
シ
タ
の
開
始
時
間
は
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

２
こ
の
時
間
表
現
の
並
び
と
も
関
係
す
る
が
、
そ
の
ヨ
ナ
カ
と
ア
カ
ツ
キ
の
間
が
今
の
時
間
の

午
前
三
時
で
あ
っ
た
。
当
然
だ
が
、
ア
シ
タ
・
ア
サ
と
ア
カ
ツ
キ
の
開
始
時
刻
は
同
じ
だ
か
ら（
1
）、

ヨ
ナ
カ
と
ア
シ
タ
・
ア
サ
の
時
間
の
境
界
も
午
前
三
時
で
あ
る
。
こ
の
午
前
三
時
の
時
間
の
説
明

も
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
の
日
付
変
更
時
点
が
午
前
三
時
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
午
前
三
時
に
な
る
と
、
キ
ノ
フ
・
ケ
フ
・
ア
ス
な
ど
の
日
の
呼
称
が
変
わ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
ら
の
呼
称
は
日
付
と
対
応
し
て
お
り
、
日
付
も
変
わ
る
。
三
月
・
六
月
・
九
月
・
十
二

月
の
晦
日
（
尽
日
）
に
は
、
春
夏
秋
冬
の
季
節
も
変
わ
る
。
そ
の
う
ち
、
十
二
月
の
晦
日
（
尽

日
）
で
は
、
一
年
も
変
わ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
午
前
三
時
に
な
る
こ
と
を
動
詞
ア
ク
で
表
現
し
た
こ
と
で

あ
る
。

「
明
く
る
朝ア
シ
タ」
は
日
付
が
変
わ
っ
て
、
ア
シ
タ
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、「
明
く
る
年
」
は
、
日
付

が
変
わ
っ
て
明
年
に
な
る
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
す
べ
て
午
前
三
時
を
通
過
す
る
瞬

間
に
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
「
明
日
」「
明
春
」「
明
年
」
の
「
明
」
は
ま
っ
た
く
意
味
が
違
う
よ
う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、

古
典
文
学
を
考
え
る
時
は
、
午
前
三
時
に
な
る
と
い
う
一
つ
の
意
味
に
集
約
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

動
詞
ア
ク
が
日
付
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
付
が
変
わ
る
意
味
で
あ
っ
た
。
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二

　

こ
の
節
で
は
ア
サ
マ
ダ
キ
を
考
え
る
。
古
語
辞
典
の
「
ア
サ
マ
ダ
キ
」
の
項
を
見
て
お
く
。

　

Ａ  
あ
さ
ま
だ
き
【
朝
ま
だ
き
】〘
副
〙
朝
早
く
。「
ー
起
き
て
ぞ
見
つ
る
梅
の
花
夜
の
間
の
風

の
う
し
ろ
め
た
さ
に
」〔
奈
良
御
集
〕（『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』）

　

Ｂ  

あ
さ
―
ま
だ
き
【
朝
ま
だ
き
】﹇
副
﹈｟「
ま
だ
き
」
は
、
ま
だ
そ
の
時
に
は
早
い
の
意
｠
朝

早
く
。

　
　

  「
―
あ
ら
し
の
山
の
寒
け
れ
ば
紅
葉
の
錦
着
ぬ
人
ぞ
な
き
」〈
拾
遺
・
秋
・
二
一
〇
〉。「
―
、

ま
だ
き
来
に
け
り
と
思
ひ
な
が
ら
」〈
源
氏
・
宿
木
〉（『
古
語
大
辞
典
小
学
館
』）

　
「
朝
早
く
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
日
の
夜
明
け
ご
ろ
に
と
い
う
意
味
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

　

前
節
で
午
前
三
時
か
ら
が
ア
サ
で
あ
り
、
ア
シ
タ
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
節
で
は
、
ア
サ
マ

ダ
キ
の
語
構
成
要
素
の
ア
サ
が
問
題
と
な
る
が
、
ア
サ
は
午
前
三
時
以
降
を
意
味
し
て
い
た
。
先

に
結
論
を
述
べ
る
が
、
ア
サ
マ
ダ
キ
は
午
前
三
時
に
な
っ
て
間
も
な
く
に
の
意
味
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
二
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
一
つ
め
は
、
マ
ダ
キ
が
ど
う
し
て
早
く
に
の
意
味
に

な
る
か
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
語
釈
の
用
例
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。

　

前
者
の
回
答
は
、
戸
田
茂
睡
の
『
百
人
一
首
雑
談
』（
2
）の
壬
生
忠
見
の
「
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま

だ
き
立
に
け
り　

人
し
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
が
（
マ
マ
）」
中
の
「
ま
だ
き
」
に
つ
け
ら
れ
た
注
が
詳
し

い
の
で
そ
れ
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。「
ま
だ
き
は
は
や
き
也
、
速
の
字
也
、
伊
勢
物
語
の
歌
「
ま

だ
き
に
鳴
て
」
と
読
む
、
あ
る
ひ
は
「
我
袖
に
ま
だ
き
時
雨
の
ふ
り
ぬ
る
は
」
な
ど
読
る
も
、
み

な
は
や
く
也
、
恋
を
す
る
と
い
ふ
わ
が
名
は
、
は
や
く
立
た
る
も
の
か
な
、
人
し
れ
ず
こ
そ
お
も

ひ
そ
め
し
が
、
な
に
た
る
故
ぞ
と
云
う
也
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
中
の
二

つ
の
歌
の
「
ま
だ
き
」
も
「
速
の
字
也
」
つ
ま
り
早
い
の
意
味
だ
が
、
こ
の
忠
見
の
歌
の
「
ま
だ

き
」
も
早
く
の
意
味
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

結
論
的
に
ア
サ
マ
ダ
キ
は
「
朝
早
く
」
の
意
味
に
な
る
。
た
だ
、
平
安
時
代
の
ア
サ
は
現
在
の

ア
サ
の
意
味
で
は
な
い
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
ア
サ
・
ア
シ
タ
は
午
前
三
時
以
降
を
言
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ア
サ
マ
ダ
キ
は
、「
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
ま
だ
間
も
な
い
と
き
に
」
の
意
味
に
な
る
。

　
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
と
『
古
語
大
辞
典
小
学
館
』
の
用
例
を
解
釈
し
て
ア
サ
マ
ダ
キ
の
考
察

を
終
え
よ
う
。

『
奈
良
御
集
』
の
「
あ
さ
ま
だ
き
起
き
て
ぞ
見
つ
る
梅
の
花
夜
の
間
の
風
の
う
し
ろ
め
た
さ
に
」

は
こ
の
歌
の
解
釈
で
問
題
と
な
る
の
は
「
夜
の
間
」
の
解
釈
で
あ
る
。
午
前
三
時
ま
で
が
「
夜
の

間
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
夜
も
す
が
ら
は
」
は
夜
ず
っ
と
の
意
味
だ
が
午
前
三
時
ま
で
の
時

間
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
、「
夜
の
間
」
も
午
前
三
時
ま
で
を
意
味
す
る
。「
午
前
三
時
に
な
っ
て
、

間
も
な
く
梅
の
花
を
見
直
し
た
こ
と
だ
よ
。
さ
っ
き
ま
で
吹
い
て
い
た
夜
の
風
が
梅
の
花
を
散
ら

し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
で
」
と
な
る
。

　
「
あ
さ
ま
だ
き
あ
ら
し
の
山
の
寒
け
れ
ば
紅
葉
の
錦
着
ぬ
人
ぞ
な
き
」〈
拾
遺
・
秋
・
二
一
〇
〉

の
歌
に
は
、「
嵐
の
山
の
も
と
を
ま
か
り
け
る
に
、
も
み
じ
の
い
た
く
ち
り
侍
り
け
れ
ば
」
の
詞

書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
人
が
出
か
け
る
ア
カ
ツ
キ
早
く
に
紅
葉
散
る
嵐
山
を
通
っ
て
来
た
の

だ
か
ら
、
寒
さ
の
中
で
美
し
い
紅
葉
を
錦
の
着
物
と
着
な
い
人
は
い
ま
せ
ん
よ
。」
と
で
も
な
る

だ
ろ
う
か
。

　

最
後
の
、「
あ
さ
ま
だ
き
、
ま
だ
き
来
に
け
り
と
思
ひ
な
が
ら
」〈
源
氏
・
宿
木
〉
は
薫
が
中
の

君
を
尋
ね
る
の
だ
が
、
そ
の
薫
を
、
中
の
君
付
き
の
女
房
達
は
匂
宮
が
帰
宅
し
た
の
か
と
思
う
場

面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
あ
さ
ま
だ
き
」
は
何
か
の
歌
の
引
用
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
引
用
歌

は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
朝
方
に
男
が
女
の
と
こ
ろ
か
ら
帰
宅
し

た
時
間
が
、「
あ
さ
ま
だ
き
」
と
は
わ
か
る
。

三

　

次
は
、
ア
ケ
ボ
ノ
に
移
る
。
ア
ケ
ボ
ノ
は
ア
ケ
と
ホ
ノ
の
語
構
成
要
素
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ア
ケ
」
は
動
詞
ア
ク
の
体
言
形
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
と

す
る
と
、
午
前
三
時
こ
ろ
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ケ
ボ
ノ
は

も
う
少
し
明
る
い
時
間
帯
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
、『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
と
『
古
語
大
辞
典
小
学
館
』
の
解
釈
か
ら
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　

Ａ
あ
け
ぼ
の
【
曙
】《
ボ
ノ
は
ホ
ノ
カ
の
ホ
ノ
と
同
根
》
夜
が
ほ
の
か
に
明
け
よ
う
と
し
て
、

次
第
に
物
の
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
頃
。
ア
カ
ツ
キ
の
次
の
段
階
。「
ま
だ
―
の
ほ
ど
に
渡

り
た
ま
ひ
ぬ
。
か
く
し
も
あ
る
ま
じ
き
夜
深
さ
ぞ
か
し
」〈
源
氏
初
音
〉。「
―
や
う
や
う
物
の
色

わ
か
る
る
に
」〈
源
氏
橋
姫
〉。「
春
は
―
。
…
秋
は
夕
ぐ
れ
」〈
枕
一
〉。「
未
明
、
ア
ケ
ボ
ノ
」〈
名

義
抄
〉
↓
あ
さ
ぼ
ら
け
。（『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』）

　

Ｂ
あ
け
―
ぼ
の
【
曙
】﹇
名
﹈
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
始
め
よ
う
と
す
る
こ
ろ
。「
朝
朗
（
あ
さ

ぼ
ら
け
）
よ
り
も
や
や
早
い
時
刻
。
し
の
の
め
。「
暁
を
取
り
て
、
藤
原
の
池
の
ほ
と
り
に
、
つ

ど
ふ
。
―
﹇
会
明　
ア
ケ
ボ
ノ
﹈
す
な
は
ち
往
く
」〈
書
紀
・
推
古
一
九
年
五
月
〉。「
月
は
有
り
明

け
に
て
光
り
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
影
さ
や
か
に
見
え
て
、
な
か
な
か
を
か
し
き
―
な
り
」
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〈
源
氏
・
帚
木
〉「〈
省
略
〉」〈
野
ざ
ら
し
紀
行
・
芭
蕉
〉（『
古
語
大
辞
典
小
学
館
』）

　

こ
こ
で
面
白
い
の
は
、『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
の
〈
源
氏
初
音
〉
か
ら
の
引
用
「
ま
だ
―
の

ほ
ど
に
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
。
か
く
し
も
あ
る
ま
じ
き
夜
深
さ
ぞ
か
し
」
の
用
例
で
あ
る
。
単
語
の
用

例
は
当
然
そ
の
単
語
の
語
釈
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
の

「
初
音
」
の
用
例
は
ど
う
も
し
っ
く
り
と
語
釈
と
整
合
し
な
い
の
で
あ
る
。「
初
音
」
の
本
文
を
も

う
少
し
長
く
引
用
し
よ
う
。

　
　

ま
だ
曙
あ
け
ぼ
のの
ほ
ど
に
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
。
か
く
し
も
あ
る
ま
じ
き
夜よ

深ぶ
か

さ
ぞ
か
し
と
思
ふ
に
、
な

ご
り
も
た
だ
な
ら
ず
あ
は
れ
に
思
ふ
。

　
「
ま
だ
曙
あ
け
ぼ
のの
ほ
ど
に
渡
」
っ
た
の
は
、
源
氏
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
、「
か
く
し
も
あ
る
ま
じ
き

夜よ

深ぶ
か

さ
ぞ
か
し
と
思
ふ
に
、
な
ご
り
も
た
だ
な
ら
ず
あ
は
れ
に
思
ふ
。」
と
感
じ
た
の
は
相
手
の

女
性
、
明
石
の
上
で
あ
る
。
源
氏
は
「
ま
だ
曙
」
に
家
を
後
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
明

石
の
君
は
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
夜
深
い
時
間
に
帰
ら
れ
る
の
か
」
と
別
れ
の
恨
め
し
さ
を
ひ
ど
く

感
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
問
題
点
は
、「
曙
」
を
「
夜よ

深ぶ
か

さ
ぞ
か
し
」
と
捉
え
る

明
石
の
君
の
感
じ
方
に
何
か
不
思
議
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
当
然
こ
う
し
た
違
和
感
は
『
源
氏
物

語
』
の
注
釈
者
も
感
じ
て
い
て
、
例
え
ば
、「
新
編
古
典
全
集
」
の
注
釈
者
は
、「
空
が
白
み
は
じ

め
る
「
曙
」
は
、
男
が
女
の
所
か
ら
去
る
時
と
し
て
は
や
や
お
そ
い
が
、
明
石
の
君
は
、
そ
れ
で

も
物
足
り
な
い
。「
ま
だ
」
や
下
文
の
「
夜
深
さ
」
が
事
実
に
や
や
そ
む
く
の
は
、
明
石
の
君
の

心
理
に
即
し
た
叙
述
だ
か
ら
。」
と
頭
注
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
い
か
に
も
強
引
な
解
釈

で
あ
る
。
た
だ
、
注
釈
者
が
こ
の
文
の
解
釈
に
何
ら
か
の
問
題
点
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
わ
か

る
。
こ
こ
で
、
期
待
さ
れ
る
解
釈
は
、「
曙
」
が
「
夜
深
い
」
と
考
え
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
曙
」
の
辞
書
に
示
さ
れ
た
解
釈
に
問
題
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

　

そ
こ
で
、『
源
氏
物
語
」
中
の
ア
ケ
ボ
ノ
の
用
例
を
い
く
つ
か
見
て
お
く
。

　
　

  

我
も
う
ち
と
け
て
、
野の
の

宮み
や

の
あ
は
れ
な
り
し
曙
あ
け
ぼ
のも
み
な
聞
こ
え
出
で
た
ま
ひ
て
け
り
。（「
賢

木
」）

　
　

  

昔
の
御
琴
ど
も
、
か
の
野の
の

宮み
や

に
立
ち
わ
づ
ら
ひ
し
曙
あ
け
ぼ
のな
ど
を
聞
こ
え
出
で
た
ま
ふ
。（「
薄

雲
」）

　

こ
れ
ら
二
つ
の
用
例
の
注
を
例
え
ば
、「
新
編
古
典
全
集
」（
小
学
館
）
の
注
に
見
て
み
る

と
、
前
者
の
頭
注
に
、「
源
氏
は
夕
闇
の
迫
る
野
宮
に
御
息
所
を
訪
ね
、
翌
朝
早
々
に
立
ち
帰
っ

た
。「
曙
」
は
そ
の
早
朝
の
別
れ
を
惜
し
む
場
面
。
↓
〔
二
〕〔
三
〕」
と
あ
り
、
後
者
に
は
「
↓

〔
三
〕」
の
頭
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
賢
木
」
の
ア
ケ
ボ
ノ
も
「
薄
雲
」
の
ア
ケ
ボ
ノ

も
同
じ
「
賢
木
」
の
〔
二
〕〔
三
〕
段
落
の
様
子
を
ア
ケ
ボ
ノ
と
呼
ん
で
い
る
と
し
て
い
る
。
そ

れ
で
、「
賢
木
」
の
〔
三
〕
段
落
（〔
二
〕
段
落
は
夕
方
出
か
け
て
行
く
場
面
）
は
ど
の
よ
う
に
描

写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

や
う
や
う
明
け
ゆ
く
空
の
け
し
き
、
こ
と
さ
ら
に
造
り
出
で
た
ら
む
や
う
な
り
。

　
　
　
　
源
氏
あ
か
つ
き
の
別
れ
は
い
つ
も
露
け
き
を
こ
は
世
に
知
ら
ぬ
秋
の
空
か
な

　
　

出
で
が
て
に
、
御
手て

を
と
ら
へ
て
や
す
ら
ひ
た
ま
へ
る
。
い
み
じ
う
な
つ
か
し
。

　
　
　
　
御
息
所
お
ほ
か
た
の
秋
の
別
れ
も
か
な
し
き
に
鳴
く
音ね

な
添
へ
そ
野
辺
の
松
虫

　

  　

悔く
や

し
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
ひ
な
け
れ
ば
、
明
け
ゆ
く
空
も
は
し
た
の
う
て
出
で
た
ま
ふ
、

道
の
ほ
ど
い
と
露
け
し
。

　

こ
の
二
つ
の
歌
は
、
源
氏
と
御
息
所
が
別
れ
の
場
面
で
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
こ
の
場
面
の
日
は
、

斎
宮
の
下
向
の
直
前
、
九
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
二
つ
の
「
明
け
ゆ
く
」
と
い
う
動
詞
で
あ
る
。「
明
け
ゆ
く
」
と
い
う
動
詞
は
暁
の
時
間

が
経
過
す
る
意
味
で
あ
っ
て
、
決
し
て
夜
が
明
る
く
な
る
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、

こ
の
別
れ
を
源
氏
は
「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
お
り
か
ら
、
九
月
の
七
日
現
在
の

十
月
初
旬
頃
で
あ
る
。
あ
か
つ
き
（
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
）
の
間
に
夜
が
明
け
る
こ
と
は
な

い
。
さ
ら
に
、「
あ
か
つ
き
の
別
れ
」、
つ
ま
り
古
来
時
間
帯
の
別
れ
を
後
に
、「
野の
の

宮み
や

の
あ
は
れ

な
り
し
曙
あ
け
ぼ
の」、「
野の
の

宮み
や

に
立
ち
わ
づ
ら
ひ
し
曙
あ
け
ぼ
の」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
カ

ツ
キ
と
ア
ケ
ボ
ノ
の
同
時
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
初
音
」
の
「
御
方
々
、
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
劣
ら
ぬ
袖
口
ど
も
、
こ
ぼ
れ
出
で
た
る

こ
ち
た
さ
、
物
の
色
あ
ひ
な
ど
も
、
曙
あ
け
ぼ
のの
空
に
春
の
錦に
し
きた
ち
出い

で
に
け
る
霞
の
中
か
と
見
わ
た
さ

る
。」
の
ア
ケ
ボ
ノ
の
の
用
例
で
あ
る
。

五

　
「
曙
」
が
和
歌
の
注
釈
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
用
例
に
次
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
し
た
。

　

92
去
年
も
是
春
の
匂
ひ
に
成
に
け
り
梅
さ
く
や
ど
の
あ
け
ぐ
れ
の
空

　

  　
「
あ
け
ぐ
れ
」、
あ
け
ぼ
の
也
。
あ
く
る
時
分
く
ら
く
な
る
を
い
へ
り
。（『
拾
遺
愚
草
抄
出
聞

書
』）
（
3
）

　

右
の
注
釈
に
つ
い
て
は
少
し
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、「
あ
け
ぐ
れ
」
だ
が
、
午
前
三
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時
を
過
ぎ
た
時
間
に
暗
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
夕
月
夜
の
時
間
で
午
前
三
時
以
降
に
は
月
が
空

に
存
在
し
な
い
と
き
は
、
ア
カ
ツ
キ
ヤ
ミ
（
暁
闇
）
と
い
う
の
が
一
般
で
あ
る
。
ま
た
、
午
前
三

時
以
降
に
出
て
い
る
月
は
ア
リ
ア
ケ
ノ
ツ
キ
（
有
明
の
月
）
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
午
前
三
時
過
ぎ

に
、
雨
や
雪
や
霧
な
ど
の
理
由
で
月
の
光
り
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
が
ア
ケ
グ
レ
だ
っ
た
。
ま
た
、

下
文
の
「
あ
く
る
時
分
」
は
午
前
三
時
を
過
ぎ
る
意
味
で
あ
っ
た
。
右
の
文
は
午
前
三
時
以
降
に

暗
い
の
が
ア
ケ
グ
レ
な
の
だ
が
、
そ
の
ア
ケ
グ
レ
の
時
間
を
ア
ケ
ボ
ノ
と
言
う
の
だ
と
な
る
。

　
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
中
の
用
例
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
「
春
は
―
。
…
秋
は
夕
ぐ
れ
」〈
枕

一
〉。
の
用
例
は
、
右
の
解
釈
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
『
枕
草
子
』
の
一
段
の
用
例
を
見
て
お
く
。

　
　

  

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る

雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。（『
枕
草
子
』
一
）

　

右
の
文
を
見
る
と
ア
ケ
ボ
ノ
は
夜
が
明
け
る
様
子
で
あ
る
こ
と
は
譲
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
夜
が
ほ
の
か
に
明
け
よ
う
と
し
て
、
次
第
に
物
の
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

頃
。」（『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』）、「
夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
始
め
よ
う
と
す
る
こ
ろ
。」（『
古
語

大
辞
典
小
学
館
』）
の
よ
う
な
語
注
に
問
題
が
な
い
よ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、『
枕
草
子
』
の

用
例
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
例
が
ア
ケ
ボ
ノ
の
用
例
で
は
な
く
、「
春
の
ア
ケ

ボ
ノ
」
の
用
例
で
あ
る
点
だ
。
ア
ケ
ボ
ノ
は
季
節
と
し
て
春
や
夏
の
用
例
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
秋
や
冬
の
ア
ケ
ボ
ノ
の
用
例
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
例
と
し
て
、『
玉
葉
集
』
を
見
て
み
よ
う
。『
玉
葉
集
』
に
は
ア
ケ
ボ
ノ
の
用
例
が
17
例

存
在
す
る
。
そ
の
う
ち
三
つ
が
秋
の
部
に
、
二
つ
が
冬
の
部
に
属
し
て
い
る
。
秋
の
ア
ケ
ボ
ノ
が

含
ま
れ
る
三
首
と
冬
の
ア
ケ
ボ
ノ
が
含
ま
れ
る
に
二
首
の
歌
を
見
て
お
こ
う（
4
）。

　
　
　
　
　

お
な
じ
心
を
（
宝
治
百
首
歌
め
さ
れ
け
る
時
、
萩
露
を
） 

入
道
前
太
政
大
臣

　
　

509
ま
萩
は
ら
露
に
う
つ
ろ
ふ
月
の
色
も
花
に
な
り
行
明
ぼ
の
ゝ
に
は

　
　
　
　
　

秋
歌
と
て 

永
福
門
院

　
　

546
ふ
き
し
ほ
る
よ
も
の
草
木
の
う
ら
は
見
え
て
風
に
し
ら
め
る
秋
の
明
ぼ
の

　
　
　
　
　

な
が
月
の
こ
ろ
、
伏
見
殿
に
ま
い
り
て
、
前
大
納
言
時
継
ふ
か
草

　
　
　
　
　

の
山
庄
に
、
一
夜
と
ま
り
て
帰
る
と
て 

前
関
白
太
政
大
臣

　
　

746
か
り
に
き
て
た
つ
秋
霧
の
明
ぼ
の
に
か
へ
る
な
ご
り
も
深
く
さ
の
さ
と

　
　
　
　
　

家
に
五
十
首
よ
ま
せ
侍
け
る
に
、
千
鳥
を 

守
覚
法
親
王

　
　

922
う
ら
松
の
葉
ご
し
に
お
つ
る
月
影
に
千
鳥
つ
ま
ど
ふ
す
ま
の
明
ぼ
の

　
　
　
　
　

五
十
番
歌
合
に
、
冬
雲
を 

院
御
歌

　
　

987
山
あ
ら
し
の
過
ぎ
の
葉
は
ら
ふ
明
ぼ
の
に
む
ら
ゝ
な
び
く
雪
の
し
ら
雲

　

前
三
首
が
秋
の
部
、
後
ろ
三
首
が
冬
の
部
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
首
の
歌
は
明
る
い
夜
明
け

の
中
で
詠
ま
れ
た
か
、
そ
う
で
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
509
番
歌
は
露
に
月
が
映
っ
て
い
る
と
い

う
の
だ
が
、
明
る
く
な
っ
て
い
る
と
は
お
も
わ
れ
な
い
。
546
番
歌
は
葉
の
裏
が
白
く
見
え
る
と
い

う
、
こ
れ
も
明
る
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
746
番
歌
は
「
一
夜
」
泊
ま
っ
て
帰
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ

も
ま
だ
暗
い
時
間
で
あ
ろ
う
。
922
番
の
歌
は
「
月
影
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
明
る
く

は
な
い
。
987
番
の
歌
は
全
体
が
無
彩
色
の
歌
で
あ
る
。

　

ア
ケ
ボ
ノ
は
春
だ
け
で
な
く
、
秋
や
冬
に
も
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
し
、
そ
の
時
、

「
春
の
曙
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
夜
が
明
け
る
状
態
と
は
限
ら
な
い
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

六

　

で
は
、
ア
ケ
ボ
ノ
と
い
う
単
語
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
。
右
の
歌
群

の
う
ち
、
746
番
の
詞
書
「
一
夜
と
ま
り
て
帰
る
と
て
」
は
ア
ケ
ボ
ノ
の
解
釈
に
参
考
に
な
る
。
古

典
文
学
で
一
夜
を
過
ご
し
た
人
は
暁
に
帰
宅
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
ま

た
、『
八
雲
御
抄
（
広
本
）』
に
は
、「
暁
を
ば
、
た
ま
を
（
マ
マ
）し
げ
、
あ
け
ぼ
の
、
し
の
ゝ
め
と
云
」

記
述
が
あ
る
。
ま
た
、

　
　
　
　

よ
も
す
が
ら
雪
ふ
る
夜
、
物
語
し
て
、
あ
け
ぼ
の
に
帰
り
侍
り
て
、

　
　
　
　

つ
と
め
て
、
出
羽
弁
が
許
よ
り

　

217
お
く  

り
て
は
か
へ
れ
と
お
も
ひ
し
た
ま
し
ひ
の
ゆ
き
さ
そ
は
れ
て
け
さ
は
な
き
か
な
（『
経

信
集
』）

　

詞
書
に
、「
よ
も
す
が
ら
」
の
後
の
「
あ
け
ぼ
の
」
に
帰
宅
し
て
、「
つ
と
め
て
」
に
歌
を
詠
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
も
、
魂
が
帰
宅
し
た
の
は
「
け
さ
」
で
あ
る
と
歌
に
詠
ま
れ
て
い

る
。
先
に
、
暁
と
ア
シ
タ
の
同
時
性
は
述
べ
た
。
そ
し
て
、
ヨ
モ
ス
ガ
ラ
と
ツ
ト
メ
テ
の
間
の
時

間
は
暁
で
あ
る
と
の
予
想
は
つ
く
。
す
る
と
、
ア
ケ
ボ
ノ
と
ア
カ
ツ
キ
は
同
時
で
は
な
い
の
か
と

思
わ
れ
る
。

七

　

ア
ケ
ボ
ノ
は
ア
カ
ツ
キ
と
同
じ
時
間
を
指
す
と
考
え
る
。
ア
カ
ツ
キ
は
午
前
三
時
か
ら
午
前
五

時
で
あ
る
か
ら
、
ア
ケ
ボ
ノ
も
そ
の
時
間
を
指
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
視
点
で
和
歌
の
作
品
を
見
て
み
る
と
、
題
に
ア
カ
ツ
キ
、
和
歌
に
ア
ケ
ボ
ノ
が
存
在
す
る

歌
が
多
数
存
在
す
る
。
こ
こ
で
は
、『
秋
篠
月
清
集
』
と
『
拾
玉
集
』
か
ら
ア
カ
ツ
キ
と
ア
ケ
ボ

ノ
は
同
意
と
考
え
ら
れ
る
題
に
ア
カ
ツ
キ
、
和
歌
に
ア
ケ
ボ
ノ
が
存
在
す
る
歌
を
引
用
し
て
み
る
。

Ａ　
　
　
　

立
春
暁

　

３
け
ふ
こ
そ
は
春
は
た
つ
な
れ
い
つ
し
か
と
景
色
こ
と
な
る
明
ぼ
の
ゝ
空
（『
清
輔
朝
臣
集
』）

　
　
　
　
　

暁
見
魚
舟

　

882
あ
は
れ
な
る
み
山
の
春
の
あ
け
ぼ
の
に
な
き
お
ほ
せ
た
る
鴬
の
声
（『
秋
篠
月
清
集
』）

　
　
　
　
　

暁

　

3732
か
づ
ら
き
や
山
は
か
す
む
山
の
は
に
ま
だ
雪
し
ろ
し
春
の
あ
け
ぼ
の

　　

3733
難
波
が
た
あ
は
れ
も
ふ
か
き
霞
か
な
あ
し
び
た
く
や
の
春
の
あ
け
ぼ
の

　　

3734
は
つ
せ
山
心
も
そ
ら
に
成
り
に
け
り
雲
に
風
ま
つ
春
の
あ
け
ぼ
の

　　

3735
今
さ
ら
に
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
な
が
め
か
な
春
み
よ
し
の
の
は
る
の
あ
け
ぼ
の

　　

3736
か
へ
る
雁
秋
を
た
の
む
の
声
す
な
り
月
に
花
見
る
春
の
曙

　
　
　
　
　

旅
宿
暁
思

　

4417
草
枕
秋
の
こ
こ
ろ
に
ま
ど
ろ
め
ば
さ
む
る
夢
路
も
春
の
あ
け
ぼ
の
（
以
上
『
拾
玉
集
』）

　
　
　
　
　

春
暁
花

　

1555
た
を
や
め
の
う
ち
た
れ
髪
の
花
か
づ
ら
曙
か
け
て
に
ほ
ふ
春
風
（『
壬
二
集
』）

　
　

右
の
歌
群
は
題
の
暁
を
「
あ
け
ぼ
の
」
で
答
え
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
、

Ｂ
　
　
　
　
　

初
秋
風

　

1141
や
は
た
山
に
し
に
あ
ら
し
の
秋
ふ
け
ば
か
は
な
み
し
ろ
き
よ
ど
の
あ
け
ぼ
の

　
　
　
　
　

雪
朝
眺
望

　

860
な
が
め  

や
る
心
に
あ
と
は
つ
き
に
け
り
あ
し
や
の
さ
と
の
雪
の
あ
け
ぼ
の
（
以
上
『
秋
篠
月

清
集
』）

　
　
　
　
　

朝
恋
、
勝
、
定
家
卿

　

1642
い
さ
命
お
も
ひ
は
よ
は
に
つ
き
は
て
ぬ
夕
も
ま
た
じ
秋
の
明
ぼ
の

　
　
　
　
　
（
同
じ
朝
に
詠
む
十
首
左
将
軍
御
許
へ
奉
る
〈
下
略
〉）
か
へ
し

　

5313
た
だ
は  

る
の
と
な
り
な
ら
で
は
や
ど
ご
と
に
思
ひ
の
こ
さ
ぬ
雪
の
明
ぼ
の
（
以
上
『
拾
玉

集
』）

　
　
　
　
　

母
の
思
ひ
に
て
こ
も
り
ゐ
た
り
し
冬
、
雪
の
あ
し
た
に
、
大
将
殿
よ
り

　

2473
三
吉
の
や
を
ば
す
て
山
の
春
秋
も
ひ
と
つ
に
か
す
む
雪
の
曙

　
　
　
　
　

御
返
し

　

2477
お
も
影
の
そ
れ
か
と
見
え
し
は
る
あ
き
の
も
き
え
て
忘
る
る
雪
の
明
ぼ
の

　
　
　
　
　

お
な
じ
と
し
の
雪
の
朝
、
大
将
殿
よ
り

　

2800
人
の
世  

は
お
も
ひ
な
れ
た
る
わ
か
れ
に
て
朝
日
に
む
か
ふ
雪
の
明
ぼ
の
（
以
上
『
拾
遺
愚

草
』）

　
　
　
　
　

和
歌
所
に
て
、
六
首
歌
合
侍
り
し
に
、
初
め
の
秋
の
暁
の
露
と
い
へ
る
こ
と
を

　

146
秋
き
ぬ
と
ま
だ
し
も
つ
ゆ
の
お
き
も
あ
へ
ず
風
に
玉
ち
る
の
べ
の
明
ぼ
の

　
　
　
　
　

同
じ
百
首
歌
合
に
、
仏
名

　

299
冬
ふ
か
き
有
明
の
月
の
あ
け
ぼ
の
に
な
の
り
て
出
づ
る
く
も
の
う
へ
人
（
以
上
『
隆
信
集
』）

　

題
詞
に
ア
カ
ツ
キ
が
あ
り
、
歌
の
中
に
ア
ケ
ボ
ノ
が
あ
る
用
例
を
ま
ず
引
用
し
た
。
実
は
そ
の

用
例
は
多
数
存
在
す
る
。
す
べ
て
を
引
用
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
そ
の
一
部
を
右
に
引
用
し
た
。

『
清
輔
朝
臣
集
』
か
ら
『
壬
二
集
』
ま
で
の
Ａ
の
歌
群
で
あ
る
。
Ａ
の
歌
群
を
引
用
し
て
い
る
と

き
、「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
引
用
が
多
い
こ
と
に
気
が
付
く
。
繰
り
返
す
が
、
こ
う
し
た
用
例
は
他

に
も
多
く
存
在
す
る
。

　

そ
れ
で
は
秋
や
冬
の
あ
け
ぼ
の
は
や
は
り
そ
の
季
節
の
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
と
重
な
る
の
か
と
い

う
疑
問
が
生
じ
た
。『
隆
信
集
』
の
146
番
歌
を
見
つ
け
た
と
き
は
一
安
心
し
た
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
用
例
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
題
詞
に
ア
シ
タ
が
あ
り
、
歌
中
に
ア
ケ
ボ
ノ
が

あ
る
季
節
が
秋
か
冬
の
用
例
は
右
の
よ
う
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

ア
カ
ツ
キ
と
ア
シ
タ
の
少
な
く
と
も
開
始
時
刻
は
同
じ
時
間
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
も

ア
ケ
ボ
ノ
は
ア
カ
ツ
キ
の
異
名
と
し
て
、
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
用
例
と
な
る
。

　

た
だ
、『
秋
篠
月
清
集
』
の
1141
番
歌
と
『
隆
信
集
』
の
299
番
歌
に
は
少
し
の
補
注
が
要
ろ
う
。

　
『
秋
篠
月
清
集
』
の
1141
番
歌
は
「
初
秋
風
」
と
い
う
題
が
意
味
を
持
つ
、
初
め
て
の
秋
風
で
あ

る
。
淀
川
に
西
風
（
秋
の
風
）
が
吹
い
た
。
折
し
も
曙
。
淀
川
の
白
波
は
初
秋
風
が
波
立
て
た
の

だ
な
あ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ア
ケ
ボ
ノ
を
ア
カ
ツ
キ
の
時
間
に
と
ら
な
い
と
「
初
秋
風
」
に

な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。

　
『
隆
信
集
』
の
299
番
歌
は
歌
中
に
「
有
明
の
月
」
が
あ
る
。「
有
明
の
月
」
は
ア
カ
ツ
キ
に
出
て

い
る
月
の
こ
と
だ
っ
た
。「
有
明
の
月
」
は
ア
カ
ツ
キ
の
異
名
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、「
有
明
の

月
の
あ
け
ぼ
の
」
は
ア
ケ
ボ
ノ
と
ア
カ
ツ
キ
の
同
時
性
は
論
を
俟
つ
ま
い
。

　

最
後
に
一
首
、『
後
鳥
羽
院
御
集
』
の
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冬

　

56
秋
く
る
ゝ
鐘
の
ひ
ゞ
き
は
す
が
原
や
伏
見
の
さ
と
の
冬
の
あ
け
ぼ
の

の
歌
を
解
釈
し
て
お
こ
う
。
秋
が
終
わ
っ
て
冬
が
来
た
よ
。
曙
（
の
到
来
）
に
菅
原
の
伏
見
の
里

の
野
寺
の
鐘
が
鳴
っ
て
い
る
。
あ
れ
は
、
暁
の
鐘
、
秋
が
去
り
冬
が
来
た
こ
と
を
告
げ
る
鐘
だ
よ
。

八

　

以
上
述
べ
た
結
論
は
、
曙
は
午
前
三
時
か
ら
午
前
五
時
の
時
間
を
表
す
時
間
表
現
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
季
節
に
関
係
な
く
一
年
中
使
用
で
き
る
。
だ
か
ら
、
本
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

夜
が
明
け
る
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
現
在
を
含
め
て
今
ま
で
ど
う
し
て
夜
明
け
と
い
っ
た

解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
曙
は
季
節
と
結
び
つ
い
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
単
語
だ
が
、

秋
冬
に
較
べ
る
と
春
夏
の
曙
を
詠
ん
だ
歌
が
圧
倒
的
に
多
い
。
春
と
夏
に
関
し
て
言
え
ば
、
暁
の

時
間
に
夜
が
白
む
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
背
景
で
曙
は
夜
明
け
の
意
味
と
捉
え
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、『
枕
草
子
』
の
一
段
の
有
名
な
記
述
が
そ
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
は
申
し
述
べ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

注

（
１
）
拙
稿
「
ア
サ
ボ
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２
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茂
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