
宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

一
五

そ
の
底
本
は
吉
川
泰
雄
氏
蔵
本
で
あ
り
、
翻
字
に
際
し
て
、
本
文
中
の
〈
　
〉
で
示

さ
れ
る
振
り
仮
名
は
底
本
に
あ
る
振
り
仮
名
、
校
注
者
の
付
け
た
振
り
仮
名
は
記
号

を
付
け
ず
に
示
し
、
仮
名
に
漢
字
を
宛
て
た
場
合
は
も
と
の
仮
名
を
〔
　
〕
で
表
す

も
の
と
あ
る
。

　
二
、
希
望
表
現
の
構
成
形
式

　
宝
物
集
（
以
下
、「
本
書
」
と
略
す
）
に
お
け
る
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
構
成
形

式
と
、
お
お
よ
そ
の
用
例
数
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　「
欲
」　
　
　
　
　
　（
二
〇
例
）

　
　「
～
ン
ト
オ
モ
フ
」　（
二
八
例
）

　
　「
～
ン
ト
ス
」　
　
　（
二
七
例
）

　
　「
願
」　
　
　
　
　
　（
九
九
例
）

　
　「
ネ
ガ
フ
」　
　
　
　（
三
五
例
）

　
　「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」　
　（
九
例
）

　
　「
～
タ
マ
ヘ
」　
　
　
　（
六
例
）

　
　「
望
」　
　
　
　
　
　
　（
六
例
）

　
　
目
次

　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　
　
　
二
、
希
望
表
現
の
構
成
形
式

　
　
　
三
、
各
形
式
の
用
法

　
　
　
四
、
お
わ
り
に

　
一
、
は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
別
稿
⑴

を
受
け
、
宝
物
集
を
研
究
資
料
と
し
て
、
そ
れ
に
お
け
る
希
望

表
現
⑵

の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
宝
物
集
は
平
安
時
代
院
政
期
の
説
話
文
学
。『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』⑶
に
よ
る

と
、
平
康
頼
著
で
、
康
頼
が
鬼
界
が
島
か
ら
帰
洛
（
治
承
三
年
〈
一
一
七
九
〉）
後
数

年
間
の
成
立
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
宝
物
と
は
何
か
に
つ
い
て
議

論
を
展
開
し
、
仏
道
と
は
何
か
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
著
作
の
意
図
は
仏
教
の
啓

蒙
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漢
字
交
じ
り
の
仮
名
文
で
表
記
さ
れ
た
語
り
口
調
の
文

章
を
基
調
に
し
、
引
用
漢
文
と
和
歌
が
挿
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宝
物
集

の
特
徴
的
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
。

　
テ
キ
ス
ト
に
は
、
岩
波
書
店
刊
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宝
物
集
』⑷
を
用
い
る
。

宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

柴

　田

　昭

　二

　
　

連

　
　
　仲

　友
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一
六

　
　「
祈
」　
　
　
　
　
　（
三
二
例
）

　
　「
乞
」　
　
　
　
　
　（
二
二
例
）

　
　「
請
」　
　
　
　
　
　
　（
五
例
）

　
　「
求
」　
　
　
　
　
　（
三
五
例
）

　
　「
誂
」　
　
　
　
　
　
　（
一
例
）

　
　「
ホ
シ
」　
　
　
　
　
　（
六
例
）

　
　「
マ
ホ
シ
」　
　
　
　
　（
七
例
）

　
　「
バ
ヤ
」　
　
　
　
　
　（
八
例
）

　
　「
モ
ガ
ナ
」　
　
　
　
　（
六
例
）

　
　「
テ
シ
ガ
ナ
」　
　
　
　（
二
例
）

　
　「
ナ
ン
」　
　
　
　
　
　（
四
例
）

　
右
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
希
望
表
現
の
構
成
は
、
そ
の
形
式
が
多

様
に
わ
た
り
、
主
要
形
式
の
用
例
数
も
多
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
を
大
き
く
纏
め
る

と
、「
欲
」と
そ
の
訓
読
に
関
わ
る「
～
ム
ト
オ
モ
フ
」及
び「
～
ン
ト
ス
」、「
願
」と

そ
の
訓
読
に
関
わ
る「
ネ
ガ
フ
」「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」及
び「
～
タ
マ
ヘ
」、
そ
の
他
の

漢
字「
望
」「
祈
」「
乞
」「
請
」「
求
」「
誂
」、
和
語
の「
ホ
シ
」「
マ
ホ
シ
」「
バ
ヤ
」「
モ

ガ
ナ
」「
テ
シ
ガ
ナ
」「
ナ
ン
」と
い
う
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
三
、
各
形
式
の
用
法

　
１
、「
欲
」「
～
ン
ト
オ
モ
フ
」「
～
ン
ト
ス
」の
用
法

　
ま
ず
、「
欲
」の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
お
い
て「
欲
」の
用
例
は
二
〇
例
見
ら
れ
、

そ
の
う
ち
名
詞
用
法
が
一
三
例
、
助
動
詞
用
法
が
七
例
あ
り
、
実
動
詞
用
法
は
な

い
。

（
１
）是

〈
ぜ
し
や
う
め
つ
ぽ
う
〉

生
滅
法
は
愛

〈
あ
い

欲よ
く
〉の

川
を
わ
た
る
船
、（
巻
第
二
　
五
六
頁
）

（
２
）手
を
ひ
き
て
わ
た
る
ほ
ど
に
、
欲
を
お
こ
し
て
、（
巻
第
五
　
二
〇
九
頁
）

　
右
の
例（
１
）（
２
）に
お
け
る「
愛
欲
」「
欲
」は
、
何
れ
も
人
間
の「
欲
望
」の
意

を
表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
。

（
３
）
天

て
ん
じ
や
う
よ
り
し
り
ぞ
か
ん
と
す
る
と
き

上
欲
レ
退
時
　
心こ

こ
ろ
に
だ
い
く
な
う
を
し
や
う
ず

生
二
大
苦
悩
一（
巻
第
三
　
一
四
三
頁
）

（
４
）若も

し
さ
ん
げ
せ
ん
と
す
れ
ば

欲
二
懺
悔
一
者
　
端た

ん
ざ
し
て
じ
つ
さ
う
を
お
も
へ

坐
思
二
実
相
一（
巻
第
六
　
二
五
八
頁
）

　
例
（
３
）（
４
）
は
引
用
漢
文
に
お
け
る
用
例
で
助
動
詞
用
法
で
あ
る
。
例
（
３
）

は
正
法
念
経
の
引
用
で
、「
天
上
か
ら
退
出
し
よ
う
と
す
る
時
に
」
の
意
と
解
さ
れ
、

こ
れ
は
「
～
し
よ
う
と
す
る
」
の
意
、
即
ち
有
情
の
人
の
「
将
然
」
を
表
す
用
法
で
あ

り
、
希
望
表
現
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
（
４
）
は
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
の
引

用
で
、「
も
し
懺
悔
し
た
い
の
な
ら
ば
」
の
意
と
解
さ
れ
、
こ
れ
は
希
望
表
現
の
下

位
分
類
の「
願
望
」⑸
を「
説
明
」⑹
す
る
用
法
と
説
明
さ
れ
る
。

　
次
に
、「
～
ン
ト
オ
モ
フ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
～
ン
ト
オ
モ
フ
」
は
二
八

例
見
ら
れ
る
。

（
５
）「
汝

〈
な
ん
じ
〉が
持
〈
も
つ
と
こ
ろ
〉
所
の
金
五
百
両
を
取と
り

て
、
千
両
に
な
し
て
持も
た

ん
為
に
、
汝
を
こ
ろ
し

て
ん
と
思
ふ
一
念
お
こ
り
つ
、
故
〈
か
る
が
る
ゆ
へ
〉に
、
金
は
う
た
て
き
物
な
り
と
思お
も
ひて
、
捨
〈
す
つ
〉

る
也
」と
い
ひ
け
れ
ば
、（
巻
第
一
　
一
九
頁
）

（
６
）都み

や
こに
は
恋こ
ひ

し
き
人
の
あ
ま
た
あ
れ
ば
猶な
ほ

こ
の
た
び
は
ゆ
か
ん
と
ぞ
思
ふ

�

（
巻
第
七
　
三
一
一
頁
）

　
例（
５
）は「
殺
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が
」の
意
で
あ
り
、「
願
望
」を「
説
明
」す

る
用
法
で
あ
る
。
例（
６
）は
、「
こ
の
度
の
旅
に
は
行
き
た
い
と
思
う
。」の
意
と
解
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宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

一
七

さ
れ
、「
願
望
」を「
表
出
」⑺
す
る
用
法
で
あ
る
。

（
７
）
金こ

ん
じ
こ
ん
し

字
紺
紙
の
大
般
〔
は
ん
に
ゃ
〕若
経き
や
うを
一
部
書し
よ
し
や写
せ
ん
と
お
ぼ
す
に
、
一
天て
ん
せ
い
し
ゆ

聖
主
の
皇
子

た
り
と
い
へ
ど
も
、
山
林
流る

浪ら
う

の
行ぎ
や
う
に
ん人と
な
り
て
、
分ぶ
ん
ま
い米
の
砂し
や
き
ん金
に
と
も
し
。

�

（
巻
第
五
　
二
四
七
頁
）

　
例（
７
）は
動
作
主
体
が
高
貴
な「
天
皇
の
皇
子
」で
あ
る
た
め
敬
語「
お
ぼ
す
」が

用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も「
願
望
」を「
説
明
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
～
ン
ト
ス
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
希
望
表
現
と
関
連
す
る
「
～
ン
ト

ス
」は
二
七
例
見
ら
れ
る
。

（
８
）「
我〔

わ
れ
ら
〕等年と
し
ご
ろ来
領
す
る
山
を
、
隣
国
よ
り
う
ち
と
ら
ん
と
す
る
な
り
。」

�

（
巻
第
五
　
二
四
二
頁
）

（
９
）母
を
山
へ
具〔

ぐ
〕し
て
行ゆ
き

て
、
こ
ろ
さ
ん
と
す
る
に
、
大だ
い
ち地
俄に
は
かに
さ
け
て
、

�

（
巻
第
六
　
二
七
〇
頁
）

　
例（
８
）は
、「
我
等
が
領
有
す
る
山
を
隣
国
が
奪
お
う
と
し
て
い
る
。」の
意
、
例

（
９
）は
、「
母
を
殺
そ
う
と
す
る
と
」の
意
と
解
さ
れ
、
い
ず
れ
も
有
情
物
の「
将
然
」

を
表
す
用
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
希
望
表
現
と
類
似
す
る
も
の
と
い
え
る
。「
～

ム
ト
オ
モ
フ
」
は
明
ら
か
に
希
望
表
現
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
～
ム
ト
ス
」
は
「
将

然
」を
表
す
と
い
う
表
現
の
使
い
分
け
が
見
ら
れ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
２
、「
願
」「
ネ
ガ
フ
」「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」「
～
タ
マ
ヘ
」の
用
法

　
ま
ず
、「
願
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
願
」
は
九
九
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
名

詞
用
法
が
九
三
例
、
実
動
詞
用
法
が
四
例
、
助
動
詞
用
法
が
二
例
あ
る
。

（
10
）「
我

〈
わ
れ
〉東〈
と
う
ど
〉土の
衆
〈
し
ゆ
じ
や
う
〉
生
を
利〈
り
や
く
〉益す
べ
き
願

〈
ぐ
は
ん
〉あ

り
。
我
〈
わ
れ
〉を
渡
〈
わ
た
〉す
べ
し
」
と
仰お
ほ
せら
れ
け
れ

ば
、�

（
巻
第
一
　
一
三
頁
）

（
11
）大

〈
だ
い
し
や
う
み
や
う
わ
う
〉

聖
明
王
に
お
も
ひ
を
か
け
て
、
二
世
の
願

〈
ぐ
は
ん
〉を

い
の
り
た
ま
ふ
べ
し
。

�

（
巻
第
四
　
一
八
三
頁
）

　
例
（
10
）（
11
）
に
お
け
る
「
願
」
は
す
べ
て
仏
教
用
語
の
「
願
」
で
あ
り
、
神
仏
に

か
け
る
人
の「
願
」の
意
を
表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の「
願
」以
外
に
、
複
合
名
詞
と
見
な
さ
れ
る
形
の
用
法
も
見
ら
れ
る
。

（
12
）大〈

だ
い
ひ
〉悲の
悲

〈
ひ
ぐ
は
ん
〉

願
を
あ
ふ
ぎ
て
、
来
〈
ら
い
が
う
い
ん
ぜ
ふ
〉

迎
引
接
を
ま
ち
給
ふ
べ
き
也
。

�

（
巻
第
四
　
一
七
五
頁
）

　
例（
12
）に
お
け
る「
悲
願
」の
他
に
、「
大
願
」「
誓
願
」「
宿
願
」「
願
力
」「
願
主
」

「
願
文
」が
あ
り
、
何
れ
も
仏
教
用
語
と
し
て
の
名
詞
用
法
で
あ
る
。

（
13
）若

も
し
ひ
と
ほ
と
け
に
な
ら
ん
と
ね
が
ひ
て

人
願
レ
作
レ
仏
　
心こ
こ
ろ
に
あ
み
だ
を
ね
ん
ず
れ
ば

念
二
弥
陀
仏
一�

（
巻
第
五
　
二
三
九
頁
）

（
14
）廻か

の
ほ
と
け
に
ゑ
か
う
し
て

二
向
彼
仏
一
願わ

う
じ
や
う
せ
ん
こ
と
を
ぐ
わ
ん
ず
れ
ば

レ
欲
二
往
生
一
、�

（
巻
第
七
　
三
四
六
頁
）

　
例（
13
）（
14
）は
引
用
漢
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
例（
13
）は
十
住
毘
婆
沙
論

の
引
用
で
、「
も
し
人
が
仏
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
、
心
に
阿
弥
陀
を
念
ず
れ
ば
」

の
意
、
例
（
14
）
は
大
宝
積
経
の
引
用
で
、「
あ
の
仏
に
廻
向
し
て
往
生
し
た
い
と
願

う
な
ら
ば
、」の
意
と
解
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
で
は「
ね
が
ひ
て
」「
ぐ
わ
ん
ず
」と
訓
み

が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。
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一
八

（
15
）願

ね
が
は
く
は
わ
れ
い
の
ち
を
は
ら
ん
と
す
る
と
き
に
の
ぞ
ん
で

我
臨
下
欲
二
命
終
一
時
上
　
　
尽

こ
と
ご
と
く
い
つ
さ
い
の
し
よ
し
や
う
げ
を
の
ぞ
い
て

除
二
一
切
諸
障
碍
一

　
　
面
ま
の
あ
た
り
か
の
ほ
と
け
あ
み
だ
を
み
た
て
ま
つ
り

見
二
彼
仏
阿
弥
陀
一
　
　
即
す
な
は
ち
あ
ん
ら
く
こ
く
に
わ
う
じ
や
う
す
る
こ
と
を
え
ん

得
レ
往
二
生
安
楽
国
一�

（
巻
第
五
　
二
三
九
頁
）

（
16
）
願

ね
が
は
く
は
わ
れ
い
の
ち
を
は
る
と
き

我
命
終
時
　
　
尽

こ
と
ご
と
く
も
ろ
も
ろ
の
し
や
う
げ
を
の
ぞ
き

除
二
諸
障
碍
一

　
　
面
ま
の
あ
た
り
あ
み
だ
を
み
た
て
ま
つ
り

見
二
阿
弥
陀
一
　
　
往
あ
ん
ら
く
こ
く
に
わ
う
じ
や
う
せ
ん

二
生
安
楽
国
一�

（
巻
第
五
　
二
三
九
頁
）

　
例（
15
）（
16
）は
引
用
漢
文
に
お
け
る
助
動
詞
用
法
の
用
例
で
あ
る
。
例（
15
）は

華
厳
経
の
引
用
、
例（
16
）は
文
殊
師
利
発
願
経
の
引
用
で
、
い
ず
れ
も「
ね
が
は
く

は
～
ん
」
と
読
み
下
し
、
と
も
に
「
私
の
命
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
（
中
略
）、
安
楽

国
に
往
生
し
た
い
。」の
意
と
解
さ
れ
、
一
人
称
の「
願
望
」を
直
接「
表
出
」す
る
用

法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
ネ
ガ
フ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
ネ
ガ
フ
」
は
三
五
例
見
ら
れ
、
そ

の
う
ち
連
用
形
名
詞
法
が
四
例
、
実
動
詞
用
法
が
三
一
例
あ
る
。

（
17
）宝

〈
た
か
ら
〉は
尽（
つ
）く
れ
ど
も
衆
〈
し
ゆ
じ
や
う
〉
生
の
ね
が
ひ
は
尽
ず
。�
（
巻
第
一
　
二
一
頁
）

（
18
）「
我わ

れ

一い
つ

切さ
い

衆し
ゆ
じ
や
う
生
の
ね
が
ひ
を
み
て
、
苦〔
く
〕を
す
く
ひ
、
貧ひ
ん
ぐ
う窮
な
ら
ん
も
の
を
た
す

け
ん
」と
て
う
せ
ぬ
。�

（
巻
第
三
　
一
三
五
頁
）

　
例（
17
）（
18
）は「
ネ
ガ
フ
」の
連
用
形
名
詞
法
の
用
例
で
あ
る
。
仏
教
用
語
の「
願
」

と
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
「
ね
が
ひ
」
は
よ
り
広
い
意
味
の
、
一
般
的
な
「
願
う
こ
と
」

の
意
を
表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
。

（
19
）物
を
ね
が
ふ
に
は
、
か
な
ふ
ま
じ
き
事
を
ね
が
ふ
人
、
お
ほ
く
侍
る
め
り
。

�

（
巻
第
五
　
二
五
二
頁
）

（
20
）早

〔
は
や
〕く
行
業
を
つ
み
て
浄
土
を
ね
が
ひ
給
ふ
べ
し
。�

（
巻
第
五
　
二
三
七
頁
）

（
21
）「
弥〔
み
だ
〕陀
の
名み
や
う
が
う号を
と
な
へ
て
、
極
〔
ご
く
ら
く
〕
楽
を
ね
が
ひ
給
へ
」と
申
ま
う
し

給
ひ
け
れ
ば
、

�

（
巻
第
七
　
三
三
五
頁
）

　
例（
19
）は
、「
も
の
を
願
う
」「
事
を
願
う
」と
い
う
一
般
的
な
意
味
を
表
す
。
そ

れ
に
対
し
て
、
例
（
20
）（
21
）
の
「
浄
土
を
願
う
」「
極
楽
を
願
う
」
は
「
極
楽
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
」と
い
う
意
の
、
定
型
化
し
た
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
仮
名
表
記
の
「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ

～
」は
九
例
見
ら
れ
、
そ
の
文
末
の
結
び
方
で
三
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
即
ち
、

「
ン
」（
一
例
）、「
ベ
シ
」（
七
例
）及
び「
タ
マ
へ
」（
一
例
）で
受
け
る
場
合
で
あ
る
。

（
22
）「
狩
の
度

〔
た
び
〕に
お
ほ
く
の
鹿
う
せ
ぬ
。
ね
が
は
く
は
御み
か
り狩
を
と
め
ら
れ
て
、
日ひ

次な
み

の
鹿
を
た
て
ま
つ
ら
ん
」と
申ま
う
しけ
れ
ば
、�

（
巻
第
五
　
一
九
六
頁
）

　
例（
22
）は「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
ン
」の
用
例
で
あ
る
。「
狩
り
を
や
め
て
、
一
日
お
き

に
鹿
を
献
上
し
た
い
。」の
意
と
解
さ
れ
、「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

（
23
）「
ね
が
は
く
は
、
来ら
い

世せ

に
当た
う
ご
く国
の
国〔
こ
く
し
〕司と
む
ま
れ
て
、
供〔
く
や
う
〕養を
と
ぐ
べ
し
」
と

ぞ
侍
り
け
る
。�

（
巻
第
五
　
二
四
八
頁
）

（
24
）「
ね
が
は
く
は
戦

〔
い
く
さ
〕と

む
べ
し
」と
制
〔
せ
い
〕し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、

�

（
巻
第
五
　
二
四
〇
頁
）

　
例（
23
）（
24
）は「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
ベ
シ
」の
用
例
で
あ
る
。
例（
23
）は
、「
来
世

に
当
国
の
国
司
と
し
て
生
ま
れ
て
供
養
を
遂
げ
た
い
。」
の
意
と
解
さ
れ
、「
願
望
」

を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。
例（
24
）は
大
臣
・
公
卿
に「
戦
を
止
め
て
ほ
し
い
。」

の
意
と
解
さ
れ
、
他
者
に
対
す
る「
希
求
」⑻
を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。
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宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

一
九

（
25
）
ね
が
は
く
は
、
明
〈
み
や
う
わ
う
〉
王
、
臨
〈
り
ん
じ
う
し
や
う
ね
ん
〉

終
正
念
に
し
て
こ
ろ
し
給
へ
」
と
い
ひ
て
ぬ
か
づ
き

け
れ
ば
、�

（
巻
第
四
　
一
八
三
頁
）

　
例（
25
）は
、「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
タ
マ
へ
」の
用
例
で
あ
る
。「
不
動
明
王
よ
、
私
を

臨
終
正
念
の
ま
ま
殺
し
て
ほ
し
い
。」
の
意
と
解
さ
れ
、
他
者
に
対
す
る
「
希
求
」
を

「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
」
と
呼
応
せ
ず
に
、「
タ
マ
ヘ
」
の
み
で
希
望
表
現
を
表
す

用
法
も
あ
る
。
本
書
に
こ
の
よ
う
な
用
法
は
六
例
見
ら
れ
る
。

（
26
）
あ
ま
り
に
た
よ
り
な
く
な
り
て
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
れ
ば
、
観

〈
く
は
ん
を
ん
〉
音
た
す
け
給

へ
と
い
の
り
申ま
う
しけ
る
こ
ろ
、�

（
巻
第
四
　
一
七
六
頁
）

（
27
）「
我わ

が

師し

の
年
〔
ね
ん
ら
い
〕
来
た
も
ち
給
ふ
法
花
経
た
す
け
給
へ
」と
祈
念
す
る
に
、

�
（
巻
第
七
　
三
二
九
頁
）

　
こ
れ
ら
の
用
例
は
い
ず
れ
も
命
令
形
の
形
を
と
っ
て
い
る
が
、「
い
の
る
」「
祈
念

す
」
と
呼
応
し
意
味
上
は
「
お
助
け
く
だ
さ
い
。」
と
い
う
気
持
ち
が
示
さ
れ
る
希
望

表
現
と
し
て
解
釈
し
、「
希
求
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
３
、「
望
」「
祈
」「
乞
」「
請
」「
求
」「
誂
」の
用
法

　
ま
ず
、「
望
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
望
」
は
六
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
名
詞

用
法
が
五
例
、
実
動
詞
用
法
が
一
例
で
あ
る
。

（
28
）い
は
ん
や
、
往

〈
わ
う
じ
や
う
ご
く
ら
く
〉

生
極
楽
の
望

〔
の
ぞ
〕み

に
お
ゐ（
い
）て
を
や
。

�

（
巻
第
四
　
一
八
九
頁
）

（
29
）随

よ
に
し
た
が
へ
ば
の
ぞ
み
あ
る
に
に
た
り

レ
世
似
二
望
有
一
　
背ぞ

く
に
そ
む
け
ば
き
や
う
じ
ん
の
ご
と
し

レ
俗
如
二
狂
人
一�

（
巻
第
四
　
一
五
二
頁
）

　
例
（
28
）
は
和
文
に
お
け
る
用
例
、
例
（
29
）
は
行
基
菩
薩
遺
誡
の
引
用
で
、
そ
れ

ら
に
お
け
る「
望
み
」は
い
ず
れ
も「
希
望
」の
意
を
表
す
名
詞
用
法
で
あ
る
。

（
30
）い
は
ん
や
、
一
生
は
つ
く
れ
ど
も
希〔

け
ま
う
〕望は

つ
き
ず
。�

（
巻
第
二
　
五
九
頁
）

（
31
）
念
仏
の
功こ

う

な
か
ら
ん
人
、
な
に
を
も
て
か
蓮
花
台
と
し
て
、
往
生
の
宿
望
を

と
げ
ん
。�

（
巻
第
七
　
三
四
二
頁
）

　
例（
30
）（
31
）に
お
け
る「
希
望
」「
宿
望
」は
複
合
名
詞
形
式
の
用
法
で
あ
る
。

（
32
）允ま

さ
す
け亮
、
検け

び

ゐ

し

非
違
使
を
申ま
う
しけ
る
こ
ろ
、
夢
〈
ゆ
め
〉に
、
地〈
ぢ
ご
く
〉獄に
落
〈
お
つ
〉る
官く
わ
んを
の
ぞ
む
と
、

�

（
巻
第
一
　
四
頁
）

　
例（
32
）は
、「
官
位
を
望
む
」と
い
う
行
為
を
表
す
意
で
、
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
祈
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
祈
」
の
用
例
は
三
二
例
見
ら
れ
、
そ
の

う
ち
名
詞
用
法
が
三
例
、
実
動
詞
用
法
が
二
九
例
あ
る
。

（
33
）逢

〈
あ
ふ
〉ま
で
と
せ
め
て
命
〈
い
の
ち
〉の
惜
〈
お
し
〉け
れ
ば
恋
〈
こ
ひ
〉こ
そ
人
の
祈

〈
い
の
り
〉

也
け
れ

�

（
巻
第
一
　
四
五
頁
）

　
例（
33
）は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
り
、「
恋
こ
そ
が
人
間
の
祈
り
な
の
だ
。」の

意
と
解
さ
れ
、
名
詞
用
法
で
あ
る
。

（
34
）「
明

〈
み
や
う
わ
う
〉
王
の
加〈
か
ご
〉護
に
よ
り
て
病
〈
び
や
う
じ
や
〉
者
を
い
の
る
に
、
一
日
に
し
る
し
あ
り
。

�

（
巻
第
二
　
七
九
頁
）
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二
〇

（
35
）は
や
く
、
薬〈
や
く
し
に
よ
ら
い
〉

師
如
来
を
称
〈
せ
う
ね
ん
〉
念
し
て
、
仏ぶ
つ
だ
う道
を
い
の
り
給
ふ
べ
し
。

�

（
巻
第
四
　
一
七
二
頁
）

　
例（
34
）（
35
）に
お
け
る「
い
の
る
」は
、
い
ず
れ
も
動
作
行
為
を
表
す
実
動
詞
用

法
で
あ
る
。

（
36
）
燕

〈
ゑ
ん
た
ん
〉丹仏〈
ぶ
つ
て
ん
〉
天
を
祈〈

き
ね
ん
〉念し

け
れ
ば
、
馬
〈
む
ま
〉に
角
〈
つ
の
〉お
ひ
、
烏
〈
か
ら
す
〉の
頭
〈
か
し
ら
〉し
ろ
く
成な
り

た
り
け
れ

ば
、
秦

〈
し
ん
く
は
う
〉皇
驚
〈
お
ど
ろ
き
〉て
、
い
と
ま
を
と
ら
せ
て
け
り
。�

（
巻
第
一
　
四
七
頁
）

（
37
）仏
天
に
此こ

の

事
を
祈き

し
や
う請

す
。�

（
巻
第
六
　
三
〇
四
頁
）

　
例
（
36
）（
37
）
に
お
け
る
「
祈
念
」「
祈
請
」
は
、
他
の
語
と
複
合
し
て
用
い
ら
れ

る
複
合
動
詞
の
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
乞
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
乞
」
は
二
二
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
実

動
詞
用
法
が
一
四
例
、
熟
語
形
式
の
用
法
が
八
例
あ
る
。

（
38
）百〈

は
く
り
け
い
〉

里
奚
が
食
〈
し
よ
く
〉を
道〈
だ
う
ろ
〉路に
乞

〈
こ
ひ
〉し

、
命
〈
い
の
ち
な
が
〉
長
か
り
し
故
に
、
天〈
て
ん
か
〉下を
司
〈
つ
か
さ
ど
〉り
、

�

（
巻
第
一
　
四
一
頁
）

（
39
）「
野
べ
に
出い

づ

る
時
、
一
人
の
婆〔
ば
ら
も
ん
〕

羅
門
、
物
を
こ
ひ
つ
。」�（
巻
第
五
　
二
二
六
頁
）

　
例（
38
）（
39
）に
お
け
る「
道
ば
た
で
乞
い
、」「
物
を
乞
う
。」は
、
い
ず
れ
も「
乞

う
」と
い
う
動
作
行
為
を
表
す
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。

（
40
）守

〈
ま
も
〉る
者
に
こ
ひ
請

〈
う
け
〉て

、
な
め
さ
せ
奉
り
給
ひ
た
り
け
る
を
、

�

（
巻
第
一
　
三
五
頁
）

（
41
）目

〔
も
く
れ
ん
〕
連
の
弟
子
利り
く
つ
し

堀
尸
は
、
乞こ

つ
じ
き食

す
れ
ど
も
鉢
を
む
な
し
く
す
。

�

（
巻
第
三
　
一
三
七
頁
）

　
例（
40
）に
お
け
る「
こ
ひ
う
く
」は
複
合
動
詞
の
用
法
で
あ
る
。
例（
41
）に
お
け

る
「
乞
食
」
は
「
食
物
を
乞
い
な
が
ら
仏
道
修
行
を
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
の
仏
教
用

語
で
あ
る
。
本
書
に
こ
の「
乞
食
」が
六
例
見
ら
れ
る
他
に
、「
乞こ

つ
げ
ん眼
」「
乞こ
つ
じ
や物
」も
一

例
ず
つ
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
熟
語
形
式
の
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
請
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
お
け
る
希
望
表
現
と
認
め
ら
れ
る
「
請
」

は
五
例
見
ら
れ
、
い
ず
れ
も
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。

（
42
）宿

し
ゆ
く

願ぐ
わ
んや
ぶ
ら
じ
が
為
に
、
請こ

ふ

に
よ
て
あ
た
ふ
。�

（
巻
第
六
　
二
九
二
頁
）

　
例
（
42
）
に
お
け
る
「
請
」
は
訓
読
さ
れ
る
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。
そ
の
他
、
複
合

動
詞
「
祈
請
」
が
二
例
、「
乞
請
」
が
二
例
見
ら
れ
、
そ
の
用
法
は
前
節
に
述
べ
た
も

の
と
同
様
で
あ
る
。

　
次
に
、「
求
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
求
」
は
三
五
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち
実

動
詞
用
法
が
三
一
例
、
熟
語
形
式
の
用
法
が
四
例
あ
る
。

（
43
）心
あ
る
人
、
み
な
出

〈
し
ゆ
つ
け
と
ん
せ
い
〉

家
遁
世
し
て
仏
〈
ぶ
つ
だ
う
〉
道
を
も
と
め
て
こ
そ
侍
る
め
れ
。

�

（
巻
第
四
　
一
六
〇
頁
）

（
44
）「
よ
き
男

〈
お
と
こ
〉の
、
美〔
み
の
ゝ
〕

濃
の
国〈
く
に
〉に
侍
る
が
、
女
を
も
と
む
る
な
り
、
あ
は
せ
ん
」
と

い
ひ
け
れ
ば
、�

（
巻
第
四
　
一
七
六
頁
）

（
45
）若も

し
い
ろ
を
も
つ
て
わ
れ
を
み

以
レ
色
見
レ
我
　
以

お
ん
じ
や
う
を
も
つ
て
わ
れ
を
も
と
む
れ
ば

二
音
声
一
求
レ
我�

（
巻
第
六
　
三
〇
四
頁
）
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宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

二
一

　
例
（
43
）（
44
）
に
お
け
る
「
仏
道
を
求
め
て
」「
女
を
求
め
る
」
は
い
ず
れ
も
動
作

行
為
を
表
す
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。
例
（
45
）
は
金
剛
般
若
論
の
引
用
で
、
こ
れ
も

上
記
二
例
と
同
じ
く
実
動
詞
用
法
で
あ
る
。

（
46
）
求ぐ

不ふ

得と
く

苦く

と
い
ふ
は
、
よ
ろ
づ
の
事
を
も
と
め
え
ず
、
心
〔
こ
ゝ
ろ
〕に
か
な
ふ
事
な
き

な
り
。�

（
巻
第
三
　
一
三
二
頁
）

　
例（
46
）に
お
け
る「
求
不
得
苦
」は
仏
教
用
語
で
あ
り
、「
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い

苦
し
み
」と
い
う
意
を
表
す
熟
語
形
式
の
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
誂
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
誂
」
は
一
例
見
ら
れ
、
実
動
詞
用
法
で

あ
る
。

（
47
）「
忉〈

と
う
り
て
ん
〉

利
天
に
の
ぼ
り
給
ひ
し
を
、
優〔
う
で
ん
〕闐王〈
わ
う
〉の
恋
〈
こ
ひ
〉奉
り
て
、
毘〔
び
し
ゆ
か
つ
ま
〕

首
羯
磨
と
云い
ふ

人
に

誂
〈
あ
つ
ら
〉へ

て
、�
（
巻
第
一
　
一
二
頁
）

　
例
（
47
）
は
、「
毘
首
羯
磨
と
い
う
人
に
願
っ
て
」
の
意
を
表
す
、
実
動
詞
用
法
で

あ
る
。

　
４
、「
ホ
シ
」「
マ
ホ
シ
」「
バ
ヤ
」「
モ
ガ
ナ
」「
テ
シ
ガ
ナ
」「
ナ
ン
」の
用
法

　
ま
ず
、「
ホ
シ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
ホ
シ
」
は
六
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち

「
ほ
し
」が
四
例
、「
ほ
し
が
る
」が
二
例
あ
る
。

（
48
）始

〈
は
じ
め
〉に
貪
〈
と
ん
〉と
い
ふ
は
、
人
の
物
を
ほ
し
と
思
ひ
、
我わ
が

物
を
お（
を
）し
と
思
ふ
也
。

�

（
巻
第
二
　
八
四
頁
）

（
49
）
王

〈
わ
う
し
や
う
〉
祥
が
親
〈
お
や
〉は
、
あ
ざ
ら
け
き
魚
〈
う
を
〉を
ほ
し
が
り
し
か
ば
、
氷
〈
こ
ほ
り
〉ふ
た
が
り
た
る
江〈
え
〉

に
む
か
ひ
て
歎
〈
な
げ
き
〉し
か
ば
、�

（
巻
第
一
　
二
八
頁
）

　
例（
48
）に
お
け
る「
他
人
の
物
が
ほ
し
い
」は
内
心
の「
願
望
」を「
説
明
」す
る
用

法
で
あ
り
、
例
（
49
）
に
お
け
る
「
魚
を
ほ
し
が
り
」
は
第
三
者
の
内
心
の
願
望
が
外

に
現
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
、
動
詞
的
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
マ
ホ
シ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
マ
ホ
シ
」
は
七
例
見
ら
れ
、
そ
の

う
ち
地
の
文
に
一
例
、
会
話
文
に
四
例
、
和
歌
に
二
例
あ
る
。

（
50
）「
こ
ゝ
に
あ
り
」と
い
は
ま
ほ
し
か
り
け
れ
ど
も
、�

（
巻
第
三
　
一
二
七
頁
）

　
例（
50
）は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。「『
こ
こ
に
い
ま
す
。』と
言
い
た
か
っ

た
が
、」の
意
と
解
さ
れ
、「
願
望
」を「
説
明
」す
る
用
法
で
あ
る
。

（
51
）「
わ
れ
、
つ
ね
に
国
王
と
生

〈
む
ま
〉れ

て
、
大

〈
だ
い
じ
ん臣

公く
ぎ
や
う
〉

卿
に
囲〈

い
ね
う
〉遶せ

ら
れ
て
、
百

〈
は
く

姓せ
い

万ば
ん

民み
ん
〉

に
あ
ふ
が
れ
て
ぞ
あ
ら
ま
ほ
し
き
」と
の
給
ふ
。�

（
巻
第
二
　
五
二
頁
）

（
52
）「
我
つ
ね
に
父〈

ぶ
も
〉母
六
親〈
し
ん
〉に
そ
ひ
て
、
立〈
た
ち
ゐ
〉居の
す
が
た
を
ぞ
見
え
ま
ほ
し
き
」
と

の
た
ま
ふ
。�

（
巻
第
二
　
五
二
頁
）

　
例
（
51
）（
52
）
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
例
（
51
）
は
、「
こ
の
よ
う
な

状
態
で
あ
り
た
い
。」
の
意
、
例
（
52
）
は
、「
目
に
し
て
い
た
い
。」
の
意
と
解
さ
れ
、

い
ず
れ
も「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

（
53
）さ
夜よ

衣ご
ろ
も

隔〔
へ
だ
〕つ
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
身
を
わ
け
て
こ
そ
い
ら
ま
ほ
し
け
れ

�

（
巻
第
五
　
二
五
三
頁
）

（
54
）ご
く
ら
く
の
蓮

〔
は
ち
す
〕の
花
の
う
へ
に
こ
そ
露
の
わ
が
み
は
を（
お
）か
ま
ほ
し
け
れ
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二
二

�

（
巻
第
七
　
三
四
九
頁
）

　
例
（
53
）（
54
）
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
例
（
53
）
は
、「
床
に
入
る
時
に

は
身
体
を
分
け
て
入
り
た
い
も
の
だ
。」の
意
、
例（
54
）は
、「
極
楽
の
蓮
台
の
上
に

な
ん
と
か
し
て
は
か
な
い
わ
が
身
を
座
ら
せ
た
い
も
の
だ
。」
の
意
と
解
さ
れ
、
い

ず
れ
も「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
バ
ヤ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
バ
ヤ
」
は
八
例
見
ら
れ
、
そ
の
う
ち

会
話
文（
心
話
文
）に
五
例
、
和
歌
に
三
例
あ
る
。

（
55
）「
我

〈
わ
れ
〉汝
〈
な
ん
じ
〉を
殺
〈
こ
ろ
〉し
て
、
五
百
両
を
取と
り

て
、
千
両
に
な
さ
ば
や
と
お
も
へ
る
也
」
と

て
、�

（
巻
第
一
　
一
九
頁
）

（
56
）「
仏

〈
ぶ
つ

法ぽ
う
〉の
宝
〔
た
か
ら
〕に
て
あ
ら
ん
事
を
き
か
ば
や
」と
い
ふ
な
れ
ば
、

�
（
巻
第
二
　
五
一
頁
）

　
例
（
55
）（
56
）
は
会
話
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
例
（
55
）
は
、「
あ
な
た
を
殺

し
て
五
百
両
を
奪
っ
て
千
両
に
し
た
い
と
思
っ
た
。」
の
意
と
解
さ
れ
、
一
人
称
の

「
願
望
」
を
「
説
明
」
す
る
用
法
で
あ
る
。
例
（
56
）
は
、「
仏
法
が
宝
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
聞
き
た
い
。」の
意
と
解
さ
れ
、「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

（
57
）う
ら
山
し
雲
の
か
け
は
し
立た

ち

か
へ
り
ふ
た
ゝ
び
の
ぼ
る
道
を
し
ら
ば
や

�

（
巻
第
三
　
一
三
九
頁
）

（
58
）子ほ

と
と
ぎ
す規あ
か
で
こ
の
世
を
つ
く
し
て
は
か
た
ら
ふ
空
の
雲
と
な
ら
ば
や

�

（
巻
第
七
　
三
一
一
頁
）

　
例
（
57
）（
58
）
は
和
歌
に
お
け
る
用
例
で
あ
る
。
例
（
57
）
は
、「
私
も
殿
上
へ
た

ち
帰
り
、
そ
の
き
ざ
は
し
を
再
び
昇
る
道
が
知
り
た
い
も
の
だ
。」
の
意
、
例
（
58
）

は
、「
私
は
お
前
と
懇
意
に
な
れ
る
よ
う
に
、
空
の
雲
に
な
り
た
い
も
の
だ
。」
の
意

と
解
さ
れ
、
い
ず
れ
も「
願
望
」を「「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
モ
ガ
ナ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
モ
ガ
ナ
」
は
六
例
見
ら
れ
、
す
べ

て
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
59
）影

〈
か
げ
き
よ
〉
清
き
鷲
〈
わ
し
〉の
山
べ
の
月
を
み
て
心
の
闇
〈
や
み
〉に
迷
〈
ま
よ
は
〉ず
も
が
な

�

（
巻
第
一
　
三
九
頁
）

（
60
）大
空
に
お
ほ
ふ
ば
か
り
の
袖
も
が
な
春は
る

咲さ
く

花は
な

を
風
に
ま
か
せ
じ

�

（
巻
第
五
　
二
五
三
頁
）

　
例
（
59
）
は
、「
心
の
闇
を
晴
ら
し
、
道
に
迷
わ
ぬ
よ
う
に
し
た
い
。」
の
意
、
例

（
60
）
は
「
大
空
に
花
を
覆
う
ほ
ど
大
き
な
袖
が
あ
っ
て
ほ
し
い
。」
の
意
と
解
さ
れ
、

い
ず
れ
も「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
テ
シ
ガ
ナ
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
テ
シ
ガ
ナ
」
は
二
例
見
ら
れ
、

と
も
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
61
）秋
の
野
の
萩は

ぎ

の
錦
〔
に
し
き
〕を
故ふ
る
さ
と郷
に
鹿
の
音ね

な
が
ら
う
つ
し
て
し
が
な

�

（
巻
第
五
　
二
五
三
頁
）

（
62
）梅
が
か〔

ゝ
〕を
桜
の
は
な
に
に
ほ
は
せ
て
柳
が
枝
に
さ
か
せ
て
し
が
な

�

（
巻
第
五
　
二
五
三
頁
）

　
例
（
61
）
は
、「
鹿
の
鳴
き
声
と
と
も
に
私
の
庭
に
移
し
植
え
た
い
。」
の
意
、
例

（
62
）
は
、「
梅
の
か
お
り
を
桜
の
花
に
香
ら
せ
て
、
そ
れ
を
柳
の
枝
に
咲
か
せ
て
み
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宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
に
つ
い
て

二
三

た
い
。」の
意
と
解
さ
れ
、
い
ず
れ
も「
願
望
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
次
に
、「
ナ
ム
」
の
用
法
を
見
る
。
本
書
に
「
ナ
ム
」
は
四
例
見
ら
れ
、
す
べ
て
和

歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
63
）底
清き

よ

み
な
が
れ
る
川
の
さ
や
か
に
も
は
ら
ふ
る
事
を
神
は
き
か
な
ん

�

（
巻
第
三
　
一
〇
八
頁
）

（
64
）た
の
め
つ
ゝ
あ
は
で
年
ふ
る
偽

い
つ
は
りに
こ
り
ぬ
心
を
人
は
し
ら
な
ん

�

（
巻
第
五
　
二
三
一
頁
）

　
例
（
63
）
は
、「
澄
ん
だ
心
で
祓
を
し
て
祈
る
こ
と
を
神
は
お
聞
き
入
れ
く
だ
さ

い
。」の
意
、
例（
64
）は
、「
こ
り
ず
に
あ
て
に
す
る
私
の
心
を
あ
な
た
に
は
知
っ
て

ほ
し
い
。」の
意
と
解
さ
れ
、
い
ず
れ
も「
希
求
」を「
表
出
」す
る
用
法
で
あ
る
。

　
四
、
お
わ
り
に

　
宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
は
構
成
形
式
も
主
要
構
成
形
式
の
用
例
数
も
多
い
。

名
詞
用
法
は
主
に「
欲
」「
願
」及
び
そ
の
他
の
動
詞
連
用
形
名
詞
法
な
ど
が
見
ら
れ
、

そ
の
う
ち
特
に
仏
教
用
語
の
「
願
」
が
際
立
つ
。
実
動
詞
用
法
は
主
に
「
ネ
ガ
フ
」
及

び
そ
の
他
の
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
詞
用
法
は
希
望
の
「
概
念
」
を
表
し
、
実

動
詞
用
法
は
希
望
に
基
づ
い
た
「
行
動
」
を
表
し
、
い
ず
れ
も
内
心
の
希
望
を
表
す

も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
名
詞
用
法
と
実
動
詞
用
法
は
あ
く
ま
で
も
希
望
表

現
の
周
辺
的
な
存
在
で
あ
る
。

　
内
心
の
希
望
を
表
す
に
は
、
ま
ず
、
慣
用
形
式
の「
～
ム
ト
オ
モ
フ
」「
～
ム
ト
ス
」

「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」が
挙
げ
ら
れ
る
。「
～
ン
ト
オ
モ
フ
」は「
願
望
」を「
表
出
」ま
た

は「
説
明
」す
る
。「
～
ン
ト
ス
」は
本
来「
将
然
」を
表
す
も
の
で
あ
る
が
、
有
情
物

の「
将
然
」は
希
望
表
現
と
関
連
が
あ
る
。「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
」は
希
望
を
直
接「
表
出
」

し
、
そ
の
結
び
方
に
よ
っ
て「
願
望
」か「
希
求
」か
が
決
め
ら
れ
る
。
即
ち
、「
ネ
ガ

ハ
ク
ハ
～
ン
」は「
願
望
」を
、「
ネ
ガ
ハ
ク
ハ
～
ベ
シ
」は「
願
望
」と「
希
求
」を
、「
ネ

ガ
ハ
ク
ハ
～
タ
マ
ヘ
」は「
希
求
」を「
表
出
」す
る
。

　
そ
し
て
、
和
語
の
形
容
詞
、
助
動
詞
、
終
助
詞
は
内
心
の
希
望
を
表
す
も
の
が
多

い
。「
ホ
シ
」
は
内
心
の
希
望
を
表
し
、「
ホ
シ
ガ
ル
」
は
外
に
現
れ
て
い
る
動
作
を

表
す
。「
マ
ホ
シ
」
は
地
の
文
と
会
話
文
と
和
歌
に
用
い
ら
れ
、「
願
望
」
の
「
説
明
」

及
び「
表
出
」を
表
す
。「
バ
ヤ
」は
会
話
文
と
和
歌
に
見
ら
れ
、「
願
望
」の「
説
明
」

又
は「
表
出
」を
表
す
。「
モ
ガ
ナ
」「
テ
シ
ガ
ナ
」「
ナ
ン
」は
和
歌
の
み
に
用
い
ら
れ
、

「
モ
ガ
ナ
」「
テ
シ
ガ
ナ
」は「
願
望
」を「
表
出
」し
、「
ナ
ン
」は「
希
求
」を「
表
出
」

す
る
。

　
以
上
、
宝
物
集
に
お
け
る
希
望
表
現
の
構
成
と
用
法
を
考
察
し
て
き
た
。
宝
物
集

は
複
数
の
説
話
を
集
め
た
説
話
集
で
は
な
く
、
平
康
頼
一
人
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ

た
首
尾
一
貫
し
た
説
話
で
あ
り
、
そ
の
文
体
に
は
統
一
性
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
基

本
的
な
漢
字
交
じ
り
の
仮
名
文
で
表
記
さ
れ
た
語
り
口
調
の
文
章
を
基
礎
に
し
て
、

そ
こ
に
仏
典
な
ど
の
漢
文
及
び
和
歌
が
挿
入
さ
れ
、
独
特
な
文
体
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
お
け
る
希
望
表
現
も
多
様
性
が
現
れ
て
い
る
。

【
注
】

（
１
）
柴
田
昭
二
、
連
仲
友
「
希
望
表
現
の
通
史
的
研
究
序
説
」『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報

告
第
Ⅰ
部
第
１
０
９
号
』平
成
12
年
３
月

（
２
）
こ
こ
で
い
う
希
望
表
現
と
は
、
人
の
願
い
望
み
に
関
す
る
、
一
種
の
心
情
的
表
現
形
式

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
、
話
者
自
身
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ

る
も
の
を「
願
望
表
現
」、
他
者
の
動
作
・
状
態
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
を「
希
求
表
現
」

と
称
す
る
。
さ
ら
に
、
希
望
を
直
接
発
す
る
場
合
を
希
望
の
「
表
出
」、
そ
れ
以
外
の
問
い

質
し
や
過
去
な
ど
の
場
合
を
希
望
の
「
説
明
」
と
称
す
る
。
現
代
日
本
語
に
お
い
て
は
、「
願

望
」
は
「
～
た
い
」
の
形
で
、「
希
求
」
は
「
～
て
ほ
し
い
」
の
形
で
表
現
す
る
の
が
最
も
一
般
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二
四

的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
称
現
在
形
形
式「
一
人
称
～
た
い
」「
一
人
称
～
て
ほ
し
い
」

は
そ
れ
ぞ
れ「
願
望
」、「
希
求
」の「
表
出
」で
あ
り
、
一
人
称
の
過
去
形「
一
人
称
～
た
か
っ

た
」「
一
人
称
～
て
ほ
し
か
っ
た
」、
二
人
称
形
式
「
二
人
称
～
た
い
か
」「
二
人
称
～
て
ほ

し
い
か
」、
三
人
称
の「
三
人
称
～
た
が
る
」「
三
人
称
～
て
ほ
し
が
る
」な
ど
の
形
式
は
、「
説

明
」に
あ
た
る
。

（
３
）『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』第
五
巻
　
岩
波
書
店
　

（
４
）『
宝
物
集
』小
泉
弘
・
山
田
昭
全
　
校
注
　
岩
波
書
店
新
日
本
古
典
文
学
大
系
40

　
二
〇
一
二
年
四
月
二
四
日
第
一
〇
刷
発
行

（
５
）注（
２
）参
照
。

（
６
）注（
２
）参
照
。

（
７
）注（
２
）参
照
。

（
８
）注（
２
）参
照
。

�

（
し
ば
た
し
ょ
う
じ
　
　
　
　
香
川
大
学
名
誉
教
授
）

�

（
れ
ん
ち
ゅ
う
ゆ
う
　
広
島
市
立
大
学
客
員
研
究
員
）

�

（
二
〇
一
六
年
五
月
三
一
日
受
理
）
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