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ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
の
戦
闘
場
面

―
男
の
語
り
と
女
の
語
り
―

遠 

藤
　
志 

保

◆ キーワード　性差／韻文／描写／常套表現／「虎杖丸」

１
．
は
じ
め
に

　

ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
は
、「
主
人
公
と
敵
と
の
戦
い
を
中
心
に
話
が
展

開
し
て
い
く
」〔
中
川　

二
〇
〇
一
：
九
一
〕
物
語
で
あ
る
。
中
に
は
英

雄
叙
事
詩
の
形
式
を
有
す
る
も
の
の
、
主
人
公
ら
に
よ
る
「
戦
い
の
物
語
」

で
は
な
い
英
雄
叙
事
詩
も
あ
る
〔
中
川
・
志
賀
・
奥
田　

一
九
九
七
：

二
三
九
〕。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
戦
い
が
中
心
で
は
な
い
話
は
、「
周

辺
的
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
や
は
り

戦
い
が
そ
の
物
語
の
中
心
と
言
え
る
。

　

本
論
で
は
、
こ
の
英
雄
叙
事
詩
の
要
と
な
る
戦
い
の
場
面
に
お
け
る
、

男
性
の
語
り
手
・
女
性
の
語
り
手
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
描
き
方
の
特
徴
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

　

は
じ
め
に
、
典
型
的
な
英
雄
叙
事
詩
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
発
端

　

主
人
公
が
養
兄
・
養
姉
、
も
し
く
は
伯
父
伯
母
に
育
て
ら
れ
、
山
城
で

平
穏
に
暮
ら
し
て
い
る
。

（
二
）
転
換

　

あ
る
日
、
山
に
行
き
た
く
な
る
等
の
理
由
か
ら
、
主
人
公
は
今
ま
で
生

ま
れ
育
っ
た
山
城
か
ら
外
に
出
る
。

（
三
）
戦
闘

　

主
人
公
が
出
先
で
敵
に
遭
う
等
、
敵
と
接
触
し
、
戦
い
が
行
わ
れ
る
。

（
四
）
一
段
落

　

戦
い
が
一
段
落
す
る
と
、
酒
宴
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
長
く

は
続
か
ず
、
す
ぐ
に
新
し
い
戦
い
が
始
ま
る
。
こ
う
し
て
、（
三
）
戦
闘

→
（
四
）
一
段
落
→
（
二
）
転
換
→
（
三
）
戦
闘
…
…
と
戦
い
が
次
々
に

行
わ
れ
る
。

（
五
）
結
末

　

最
後
は
主
人
公
が
山
城
で
家
族
と
共
に
平
和
に
暮
ら
す
。
冒
頭
と
異
な

る
の
は
、
嫁
を
得
て
い
る
点
で
あ
る
。
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英
雄
叙
事
詩
の
中
心
で
あ
る
戦
い
の
場
面
は
、「
英
雄
叙
事
詩
一
番
の

見
せ
場
で
あ
り
、
散
文
説
話
な
ど
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
詳
し

い
描
写
が
展
開
さ
れ
る
」〔
中
川　

一
九
九
七
：
一
五
〇
〕
も
の
で
あ
る
。

そ
の
戦
い
方
は
、
基
本
と
な
る
剣
に
よ
る
戦
い
以
外
に
も
、「
初
度
は
例

え
ば
格
闘
、
次
回
は
剣
技
、
そ
の
次
は
五
臓
六
腑
の
割
き
合
い
（
中
略
）

な
ど
い
う
よ
う
に
、
古
昔
行
わ
れ
た
ア
イ
ヌ
の
戦
闘
の
あ
ら
ゆ
る
様
式
が
、

絵
巻
を
繰
る
よ
う
に
展
開
し
て
」〔
金
田
一　

一
九
三
五
：
三
九
六
〕い
き
、

最
後
に
は
、「
ヒ
ー
ロ
ー
が
一
人
で
何
百
人
も
殺
す
よ
う
な
超
人
的
殺
戮
」

〔
金
田
一　

一
九
三
五
：
同
〕
に
よ
っ
て
敵
の
村
を
殲
滅
し
て
終
わ
る
。

２
．
戦
闘
場
面
の
定
義

　

戦
い
が
行
わ
れ
て
い
る
場
面
と
、
い
わ
ば
「
非-

戦
闘
場
面
」
と
で
も

言
う
べ
き
平
時
の
場
面
と
は
、
峻
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
人
公
が
敵
と
遭

遇
し
て
も
、
即
対
戦
と
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
敵
陣
の
様
子
を
覗
く
な
ど
、

戦
い
と
は
一
見
関
係
が
な
い
行
動
を
、
主
人
公
は
行
う
。
し
か
し
、
こ
う

し
た
行
動
は
後
に
行
わ
れ
る
戦
い
に
結
び
つ
き
、
完
全
に
戦
い
と
無
関
係

だ
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
戦
闘
前
の
主
人
公
ら
に
よ
る
言
動
は
、

戦
い
に
向
か
っ
て
徐
々
に
盛
り
上
が
っ
て
い
く
、
い
わ
ば
平
時
か
ら
戦
い

へ
の
「
つ
な
ぎ
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、
戦
い
そ
の
も
の
の
前
後
に
、「
つ
な
ぎ
」
部
分
を

含
め
た
も
の
を
、
広
い
意
味
で
「
戦
闘
場
面
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
主
人
公
も
し
く
は
敵
の
勇
者
が
、
戦
う
相
手
の
村
を
訪
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
、「
戦
闘
場
面
」
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
敵
の
酒
宴
の
様
子
を

覗
い
た
り
、
敵
と
の
会
話
の

応
酬
が
あ
っ
た
り
、
と
い
っ

た
〈
前
フ
リ
〉
の
場
面
を
経

て〈
戦
い
〉に
至
る
。
さ
ら
に
、

勝
負
が
決
し
た
後
、
治
癒
を

行
っ
た
り
魔
払
い
を
行
っ
た

り
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
戦
い
の
後
片
付
け

に
あ
た
る
〈
決
着
〉
部
分
ま

で
を
戦
闘
場
面
に
含
め
る
。

（
図
一
、二
参
照
）

　

こ
の
広
い
意
味
で
の
「
戦
闘
場
面
」
に
対
し
て
、主
人
公
と
敵
と
が
戦
っ

て
い
る
場
面
そ
の
も
の
を
、
こ
こ
で
は
〈
戦
い
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

具
体
的
に
は
、
敵
と
接
触
し
た
後
、
主
人
公
か
敵
の
ど
ち
ら
か
が
攻
撃
を

仕
掛
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、
勝
敗
が
決
す
る

と
「
チ
ャ
ッ
コ
サ
ヌ　
（
空
が
）
さ
っ
と
晴
れ
る
」
と
い
う
常
套
表
現
が

見
ら
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
を
〈
戦
い
〉
の
最
後
と
す
る
。

ま
た
、
主
人
公
が
気
を
失
っ
て
し
ま
う
等
で
、
こ
の
語
が
現
れ
な
い
場
合

も
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
主
人
公
の
記
憶
が
途
切
れ
る
前
、
も
し
く
は

敵
を
殺
し
、
敵
の
死
体
を
始
末
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
〈
戦
い
〉
と
し
た
。

３
．
比
較
一　
〈
戦
い
〉
の
割
合

　

以
下
で
は
、
男
性
の
語
る
英
雄
叙
事
詩
と
女
性
の
語
る
英
雄
叙
事
詩
の
戦

（図１）英雄叙事詩の構造と戦闘場面

（図2）非－戦闘場面と戦闘場面

英雄叙事詩  非－戦闘場面 

戦闘場面  〈前フリ〉 

〈戦い〉 

〈決着〉 

非－戦闘場面→〈前フリ〉→〈戦い〉→〈決着〉 

戦闘場面 
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闘
場
面
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を
見
て
い
く
。

　

こ
こ
で
は
、
金
田
一
（
一
九
三
一
）
所
収
の
「
虎い
た
ど
り
ま
る

杖
丸
」
と
い
う
英
雄

叙
事
詩
を
中
心
に
考
察
す
る
。
こ
の
金
田
一
（
一
九
三
一
）
に
は
、
男
性

の
語
り
手
・
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
（
１
）に

よ
る
「
虎
杖
丸　

本
伝
」（
以
下
、「
本
伝
」）

と
、
女
性
の
語
り
手
・
金
成
マ
ツ
（
２
）に

よ
る
「
虎
杖
丸　

別
伝
」（
以
下
、「
別

伝
」）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
後
半
の
プ
ロ
ッ
ト
に
は
異
同

も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
同
じ
物
語
で
あ
る
た
め
、「
本
伝
」
を
男
性
の
語

り
の
、「
別
伝
」
を
女
性
の
語
り
の
例
と
し
て
、
比
較
対
照
し
て
い
く
。

　

ま
ず
、
戦
闘
場
面
に
お
い
て
ど
の
程
度
戦
っ
て
い
る
の
か
を
表
す
、
戦

闘
場
面
中
に
〈
戦
い
〉
が
占
め
る
割
合
を
簡
単
に
見
て
い
き
た
い
。

　

表
一
、二
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
本
伝
」「
別
伝
」
に
つ
い
て
戦
闘
場
面
ご
と

に
、
戦
闘
場
面
な
ら
び
に
〈
戦
い
〉
の
行
数
と
、
戦
闘
場
面
中
に
〈
戦
い
〉

が
占
め
る
割
合
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

戦
闘
場
面
に
つ
い
て
は
、
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
の
「
本
伝
」
の
方
が
、
金
成

マ
ツ
の「
別
伝
」よ
り
も
、平
均
で
は
約
五
十
行
短
く
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、

〈
戦
い
〉
は
、「
本
伝
」
が
平
均
で
二
百
行
以
上
も
長
く
な
っ
て
い
る
。「
別

伝
」
は
全
体
的
に
〈
戦
い
〉
の
行
数
が
少
な
い
が
、
特
に
戦
闘
場
面
四
な

ら
び
に
七
で
、〈
戦
い
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
九
行
、
〇
行
と
な
っ
て
お
り
、
ほ

と
ん
ど
戦
っ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
二
つ
の
戦
闘
場
面
で
は
、
主
人
公
が
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
り
、
わ

け
が
わ
か
ら
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
敵
の
村
を
滅
ぼ
し
つ
く
し
て
し
ま
う
。

例
え
ば
戦
闘
場
面
四
で
、
主
人
公
は
敵
の
勇
者
た
ち
が
酒
宴
を
開
い
て
い

る
と
こ
ろ
へ
押
し
入
り
、
そ
の
家
に
火
を
放
つ
。
逃
げ
惑
う
敵
の
連
中
を

見
て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
主
人
公
は
「
暗
い
川
岸
の
穴
に
頭
か
ら
落
ち
る
」

よ
う
な
感
じ
を
覚
え
る
。
そ
う
し
て
、
人
事
不
省
に
陥
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
、
主
人
公
が
意
識
を
取
り
戻
し
て
か
ら
周
り
を
見
わ
た
す
と
、

そ
れ
ま
で
敵
の
村
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
、「
た
だ
荒
土
が
黒
々
と
広
が
る

ば
か
り
」
で
、「
何
の
鳥
も
何
の
虫
も
、
ひ
と
つ
も
な
い
」
状
態
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
主
人
公
が
意
識
を
失
っ
て
い
た
間
に
、
敵
対
し
て

い
た
勇
者
ど
こ
ろ
か
、
敵
の
村
を
ま
る
ご
と
殲
滅
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
様
子
は
一
切
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
は
、
主
人
公

に
よ
る
一
人
称
叙
述
形
式
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
主
人
公
に
意
識
が

な
い
間
に
起
き
て
い
る
は
ず
の
出
来
事
に
関
す
る
言
及
は
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。

戦闘場面 戦闘場面の行数〈戦い〉の行数 割合
1 316 89 28%
2 279 121 43%
3 426 266 62%
4 806 379 47%
5 378 302 80%
6 653 421 64%
7 1215 534 44%
8 633 161 25%

平均 588.25 284.125 49%

戦闘場面 戦闘場面の行数〈戦い〉の行数 割合
1 159 40 25%
2 298 56 19%
3 712 261 37%
4 1871 9 0%
5 65 62 95%
6 521 142 27%
7 808 0 0%

平均 633.43 81.43 29%

（表１）「本伝」における戦闘場面中に占める〈戦い〉の割合

（表2）「別伝」における戦闘場面中に占める〈戦い〉の割合
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こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
〈
戦
い
〉
が
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
戦
い

な
き
戦
闘
場
面
は
、「
本
伝
」
に
は
見
ら
れ
な
い
、
金
成
マ
ツ
の
語
り
の

特
徴
で
あ
る
。

　

結
果
と
し
て
、「
本
伝
」
で
は
戦
闘
場
面
の
凡
そ
半
分
が
〈
戦
い
〉
で

占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
別
伝
」
で
は
戦
闘
場
面
五
に
お
け

る
〈
戦
い
〉
の
割
合
が
突
出
し
て
高
い
が
、
そ
の
他
の
戦
闘
場
面
で
は
、

多
く
て
も
四
割
に
満
た
ず
、
全
体
の
平
均
も
三
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
男
性
の
語
り
手
で
あ
る
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
の
方
が
、
女
性
の
語

り
手
・
金
成
マ
ツ
よ
り
も
、
戦
い
そ
の
も
の
を
多
く
語
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
金
成
マ
ツ
は
、
戦
闘
場
面
自
体
は
長
い
が
、〈
戦
い
〉
に
関
し
て
は
、

そ
れ
ほ
ど
多
く
の
割
合
を
裂
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

４
．
比
較
二　
〈
戦
い
〉
の
描
写

　

次
に
、「
本
伝
」
と
「
別
伝
」
の
各
々
に
見
ら
れ
る
同
じ
シ
ー
ン
を
並
べ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
に
よ
る
〈
戦
い
〉
の
描
写
の
特
徴
に
つ
い
て
比
較
考
察

し
た
い
。

　

実
例
と
し
て
以
下
に
あ
げ
る
の
は
、「
本
伝
」
戦
闘
場
面
五
と
「
別
伝
」

戦
闘
場
面
六
に
見
ら
れ
る
、
主
人
公
が
敵
の
勇
者
に
む
か
っ
て
刀
を
振
る

う
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
人
公
が
行
っ
て
い
る
動
作
は
、「
刀
を
抜
き
、

そ
れ
を
相
手
に
向
か
っ
て
振
る
う
」
で
あ
り
、そ
の
点
で
は
、「
本
伝
」「
別

伝
」
と
も
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
語
り
方
は
異
な
り
、
こ
の
表

現
に
費
や
さ
れ
る
行
数
に
も
多
少
が
出
て
き
て
い
る
。

「
本
伝
」
戦
闘
場
面
五
よ
り
（
３
）　

（
三
七
一
一
―
三
七
三
六
行（
４
））

イ
マ
カ
ケ　

タ　

  

そ
の
あ
と
に

ア
タ
ム
ピ　

フ
ミ 

 

僕
が
抜
刀
す
る
音

ト
ウ
ヌ
ニ
タ
ラ
、 

 

鞘
走
り
の
音
が
響
く
。

チ
ワ
シ
ペ
ト
ウ
ム
ペ  

チ
ワ
シ
ペ
ト
ウ
ム
ペ
の

フ
レ　

マ
ウ
ポ　

  

は
げ
野
郎
の

ト
ウ
マ
ム
シ
リ
カ
シ 

胴
体
に

ア
コ
タ
メ
タ
イ
エ
、  

向
か
っ
て
抜
刀
す
る
。

ト
ウ
ル
エ
ト
コ 

 

奴
が
逃
げ
る
先
へ
先
へ
と

ア
タ
ム
ラ
ラ
カ
レ
、  

僕
は
刀
を
も
ぐ
ら
せ
る
。

ア
シ
カ
イ
サ
ム　

タ 

利
き
手
に
は

ア
ノ
ム
ツ　

カ
ネ 

 

自
分
の
腰
の
物

ア
ト
ウ
ナ
シ
ス
イ
エ  

そ
れ
を
僕
は
素
早
く
振
る
う
。

ラ
ク
シ　

タ
ム
ク
ル  

下
か
ら
振
り
上
げ
る
刀
影
は

ホ
プ
ニ　

ヌ
イ　

ネ 

立
ち
昇
る
炎
と
な
っ
て

ア
エ
オ
ヌ
イ
タ- 

 

炎
を
そ
こ
に

プ
ク
テ　

カ
ネ; 

 

燃
え
上
が
ら
せ
て
、

リ
ク
シ　

タ
ム
ク
ル  

上
か
ら
振
り
落
と
す
刀
影
は

ラ
プ
セ　

ヌ
イ　

ネ 

は
た
め
く
炎
と
な
っ
て

ア
エ
オ
ヌ
イ
タ-  

 

炎
を
そ
こ
に

プ
ク
テ　

カ
ネ
。 

 

燃
え
上
が
ら
せ
て
、

ア
イ
カ
プ
サ
ム　

タ 

左
手
に
は

ア
テ
ク
ヌ
ム
テ
ケ 

 

自
分
の
握
り
拳
が
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ト
ウ　

ナ
ウ
ケ
プ
サ
イ　

ネ 

千
の
鉤
の
連
な
り
と
な
っ
て

レ　

ナ
ウ
ケ
プ
サ
イ　

ネ 

万
の
鉤
の
連
な
り
と
な
っ
て

ア
エ
オ
ヌ
イ
タ- 

 

炎
を
そ
こ
に

プ
ク
テ　

カ
ネ　

 
 

燃
え
上
が
ら
せ
て
、

　

こ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
が
語
る
「
本
伝
」
の
表
現
上
の
特

徴
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
、
対
句
の
使
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
に

は
、「
千
の
鉤
の
連
な
り
と
な
っ
て
／
万
の
鉤
の
連
な
り
と
な
っ
て
」
と

い
う
対
句
以
外
に
も
、「
下
か
ら
振
り
上
げ
る
刀
影
は
～
燃
え
上
が
ら
せ

て
、
／
上
か
ら
振
り
落
と
す
刀
影
は
～
燃
え
上
が
ら
せ
て
」
と
い
う
四
行

ず
つ
で
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
対
句
も
見
ら
れ
る
。
今
回
引
用
し
た
部
分

以
外
で
も
「
本
伝
」
の
〈
戦
い
〉
に
は
対
句
の
多
用
が
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、誇
張
的
な
形
容
も
多
く
見
ら
れ
る
。「
立
ち
昇
る
炎
と
な
っ
て
」「
は

た
め
く
炎
と
な
っ
て
」「
炎
を
そ
こ
に
／
燃
え
上
が
ら
せ
て
」な
ど
、い
ず
れ
も
、

勢
い
の
激
し
い
様
子
を
炎
の
喩
え
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

幾
度
と
な
く
出
て
く
る
同
じ
よ
う
な
場
面
、
同
じ
よ
う
な
動
作
を
、
同
じ
言

い
回
し
で
表
現
す
る
こ
と
も
、「
本
伝
」の〈
戦
い
〉に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
音
に
関
す
る
表
現
で
婉
曲
的
に
動
作
・
状
態
を
表
し
て
い
る
。

引
用
し
た
部
分
の
冒
頭
「
僕
が
抜
刀
す
る
音
／
鞘
走
り
の
音
が
響
く
」
が
そ

れ
で
あ
る
。
太
刀
を
引
き
抜
く
様
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
、
視
覚
に
よ
ら

な
い
「
金
属
的
な
音
が
す
る
」
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
金
成
マ
ツ
が
語
る
「
別
伝
」
で
は
、
同
じ
動
作
を
次
の
よ
う

に
表
現
し
て
い
る
。

「
別
伝
」
戦
闘
場
面
六
よ
り　
（
六
八
一
一
―
六
八
一
五
行
）

シ
リ
キ　

チ
キ　

  

そ
う
し
た
ら

ア
ラ
ム
コ
パ
シ
テ
プ  

僕
の
愛
刀
を

ア
オ
サ
ウ
テ
ツ
カ 

 

さ
っ
と
抜
く
。

ユ
プ
ケ　

タ
ム
ク
ル  

激
し
い
刀
影

ア
コ
テ
レ
ケ
レ
。 

 

を
僕
は
跳
ね
と
ば
す
。

　

鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
の
語
り
で
見
ら
れ
た
、
特
徴
的
な
修
辞
が
見
ら
れ
ず
、

｢

刀
を
引
き
抜
き
、
刀
を
振
る
う｣

と
い
う
動
作
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま

述
べ
る
、
シ
ン
プ
ル
な
語
り
口
と
な
っ
て
い
る
。

　

修
辞
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
ま
っ
た
く
の
日
常
語
と

言
う
わ
け
で
も
な
く
、
韻
文
的
な
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

こ
こ
で
は
刀
に
つ
い
て
「
タ
ム
」
と
い
う
日
常
で
も
使
わ
れ
る
語
彙
で
は

な
く
、「
ラ
ム
コ
パ
シ
テ
プ
」（
字
義
的
に
は
「
心
に
対
し
て
走
ら
せ
る
も
の
」）

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
が
一
行
五

音
節
の
韻
文
で
語
ら
れ
る
た
め
、「
わ
た
し
の
」
を
表
す
人
称
接
辞
「
ア
」

と
合
わ
せ
て
、「
ア
・
ラ
ム
・
コ
・
パ
シ
・
テ
プ
」
と
五
音
節
に
な
る
よ
う

な
語
彙
を
選
択
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
本
伝
」
と
「
別
伝
」
で
は
、
戦
い
の
描
写
で
違
い
が
見

ら
れ
る
。
以
下
さ
ら
に
、
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
、
金
成
マ
ツ
以
外
の
語
り
手
に
よ

る
英
雄
叙
事
詩
の
中
か
ら
、
同
じ
く
「
刀
を
抜
き
、
振
る
う
」
と
い
う
動
作

が
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
そ
こ
に
は
、
必
ず
し
も
完
全
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に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
に
鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
・
金
成
マ
ツ
の
語
り

に
つ
い
て
挙
げ
た
特
徴
が
、
語
り
手
の
性
差
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
、
男
性
の
語
り
手
の
テ
キ
ス
ト
の
例
を
あ
げ
る
。

鍋
沢
元
蔵
（
モ
ト
ア
ン
レ
ク
）（
門
別
町
郷
土
史
委
員
会
（
一
九
六
五
）

所
収　

ク
ト
ウ
ネ
シ
リ
カ　

四
六
九
一
―
四
六
九
六
行
）

ラ
ク
シ　

タ
ム
ク
ル  

下
か
ら
振
り
上
げ
る
刀
影
は

ホ
プ
ニ　

ヌ
イ　

ネ 

立
ち
昇
る
炎
と
な
っ
て

リ
ク
シ　

タ
ム　

ク
ル 
上
か
ら
振
り
落
と
す
刀
影
は

ラ
プ
セ　

ヌ
イ　

ネ 
は
た
め
く
炎
と
な
っ
て

ア
エ
オ
ヌ
イ
タ 

 

炎
を
そ
こ
に

プ
ク
テ　

カ
ネ　

 
 

燃
え
上
が
ら
せ
て
、

　

鍋
沢
ワ
カ
ル
パ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
た
対
句
が
、
こ
こ
で
も
使
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は「
下
か
ら
振
り
上
げ
る
刀
影
は
／
立
ち
昇
る
炎
と
な
っ

て
／
上
か
ら
振
り
落
と
す
刀
影
は
／
は
た
め
く
炎
と
な
っ
て
」
と
い
う
二

行
ず
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
対
句
が
見
ら
れ
る
。「
本
伝
」
の
言
い

回
し
と
は
少
々
異
な
る
が
、
炎
を
用
い
て
勢
い
の
凄
ま
じ
さ
を
表
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
女
性
の
語
り
手
に
よ
る
テ
キ
ス
ト
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
。

知
里
幸
惠
（
金
田
一
（
一
九
六
八
（
一
九
九
三
））
所
収　

ス
プ
ネ
シ
リ
カ
（
別

伝
）　

一
一
二
〇
―
一
一
二
四
行
）

ア
ム
ツ　

イ
ペ
タ
ム 

僕
の
佩
く
名
刀
を

ア
エ
ピ
ツ
テ
ツ
カ　

 

さ
っ
と
抜
き

ユ
プ
ケ　

タ
ム
ク
ル  

激
し
い
刀
影

ア
コ
テ
レ
ケ
レ　

 
 

を
僕
は
跳
ね
と
ば
す
。

ア
キ　

ワ　

ル
イ
ペ
、 

激
し
く
し
た
が
、

織
田
ス
テ
ノ
（
北
海
道
静
内
町
教
育
委
員
会
（
一
九
九
一
）
所
収　

ユ
カ

ラ
二　

一
〇
〇
三
―
一
〇
一
〇
行
）

ア
コ
ロ　

キ
モ
ム
ツ
ペ 

山
の
太
刀
を

ア
イ
シ
コ
エ
タ
イ
エ 

私
は
抜
い
て
、

ア
ン
ト
ウ
イ
エ　

ク
ニ 

斬
ろ
う
と

ア
ン
ラ
ム　

カ
ネ  

思
い
な
が
ら

ア
オ
ツ
ケ　

キ　

ナ 

私
は
突
い
た
。

（
ア
ン
ト
ウ
イ
エ
）  

（
言
い
さ
し
）

ア
ン
ニ
コ
ト
ウ
イ
エ 

木
と
と
も
に
斬
ろ
う

ク
ニ　

ア
ン
ラ
ム  

と
私
は
思
っ
た
。

白
沢
ナ
ベ
（
中
川
裕
（
二
〇
〇
一
）
所
収　

ト
ウ
ム
ン
チ　

ペ
ン
チ
ヤ
イ
、

オ
コ
ツ
コ　

ペ
ン
チ
ヤ
イ
）

オ
ロ
ワ
ノ　

タ
ム　

カ　

コ
ン
ナ　

シ
カ
イ
エ
カ
イ
エ
ア
ン

「
刀
を
振
り
回
し
て
い
る
と
」（
一
〇
九
頁
）

ス
イ　

ア
ラ
カ
ム
ヤ
シ　

ウ
タ
ラ　

ア
コ
タ
メ
タ
イ
エ
。
ア
ト
ウ
イ
パ　
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ル
ウ
エ　

エ
ネ　

ア
ニ　

ネ　

コ
ロ
カ
、

「
ま
た
化
け
物
ど
も
に
刀
を
浴
び
せ
か
け
、切
り
刻
ん
だ
が
、」（
一
三
四
頁
）

　

い
ず
れ
の
テ
キ
ス
ト
で
も
、
言
い
回
し
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
金
成

マ
ツ
の
語
る
「
別
伝
」
同
様
に
、｢

刀
を
引
き
抜
き
、
振
る
う｣

と
い
う

動
作
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
、
比
較
的
に
シ
ン
プ
ル
な
語
り
口
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
女
性
の
語
り
手
に
よ
る
英
雄
叙
事
詩
に
お
け
る
〈
戦
い
〉

の
表
現
は
、
男
性
の
語
る
英
雄
叙
事
詩
ほ
ど
、
対
句
や
派
手
な
喩
え
が
顕

著
で
は
な
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
。

　

な
お
、
先
に
あ
げ
た
金
成
マ
ツ
の
「
別
伝
」
に
は
、「
激
し
い
刀
影
／

を
僕
は
跳
ね
と
ば
す
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
と
全
く
同
じ

表
現
が
知
里
幸
惠
の
「
ス
プ
ネ
シ
リ
カ
」
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
め
だ
っ

た
修
辞
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
も
常
套
表
現
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
対
句

や
派
手
な
喩
え
を
用
い
る
男
性
の
語
り
と
、
比
較
的
に
淡
白
な
女
性
の
語

り
と
い
う
語
り
方
の
違
い
の
た
め
に
、
常
套
表
現
に
関
し
て
も
、
男
性
・

女
性
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
表
現
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
表
現
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
一
因
と
し
て
、
女
性
が
英
雄

叙
事
詩
を
語
る
場
合
に
、
散
文
で
語
る
場
合
の
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
５
）。

散
文
で
語
る
際
に
は
、
一
行
の
音
節
数
を
合

わ
せ
る
必
要
も
な
く
、
韻
文
特
有
の
表
現
を
用
い
な
く
て
も
問
題
が
な
い
。

そ
の
た
め
、
散
文
説
話
で
の
語
り
に
近
い
、
よ
り
淡
白
な
表
現
に
近
づ
く

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
散
文
説
話
に
お
い
て
は
、
戦
い
の
描
写

は
極
め
て
淡
白
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い
と
言
っ
て
も
よ
い
。
女

性
の
語
り
に
お
い
て
〈
戦
い
〉
の
場
面
が
少
な
い
こ
と
も
、
散
文
説
話
の

語
り
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

５
．
比
較
三　
〈
戦
い
〉
以
外

　

こ
こ
ま
で
、
金
成
マ
ツ
の
語
る
「
別
伝
」
は
戦
闘
場
面
に
お
い
て
は
、
鍋

沢
ワ
カ
ル
パ
の
語
る「
本
伝
」よ
り
も
長
い
が
、〈
戦
い
〉に
関
し
て
は
逆
に「
別

伝
」
の
方
が
短
い
こ
と
、〈
戦
い
〉
の
表
現
が
「
本
伝
」
は
対
句
や
激
し
い

比
喩
が
多
い
が
、「
別
伝
」
で
は
比
較
的
淡
白
で
あ
る
こ
と
、を
述
べ
て
き
た
。

　

そ
れ
で
は
、「
別
伝
」
の
戦
闘
場
面
は
、〈
戦
い
〉
以
外
の
ど
の
よ
う
な

要
素
に
よ
っ
て
、「
本
伝
」
よ
り
も
長
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
と
し
て
、「
戦
い
な
き
戦
闘
場
面
」
と
し
て
前
に
少
し
あ
げ
た
「
別
伝
」

の
戦
闘
場
面
四
を
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
が
忘
我
状
態
で
い

る
間
に
敵
を
倒
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、〈
戦
い
〉
が
九
行
し
か
な
い
。
一

方
で
、
戦
闘
場
面
全
体
は
一
八
七
一
行
に
及
ぶ
、「
別
伝
」
中
で
最
長
の

戦
闘
場
面
と
な
っ
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
〈
戦
い
〉
は
、
主
人
公
が
気
を
失
っ
て
い

る
間
に
敵
の
村
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
描
写
は
な
い
。

　

対
し
て
、
め
だ
っ
て
多
い
の
は
登
場
人
物
に
よ
る
会
話
で
あ
る
。
こ
の

戦
闘
場
面
で
の
登
場
人
物
に
よ
る
発
言
の
行
数
を
合
計
す
る
と
、
全
部
で

一
二
〇
一
行
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
一
八
七
一
行
中
の
約
六
四
％
を
発

言
が
占
め
て
い
る
計
算
に
な
る
。
単
に
会
話
が
多
い
だ
け
で
は
な
く
、
独

白
も
含
め
た
彼
ら
の
発
言
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
長
い
こ
と
も
、
こ
の
発
言
量

の
多
さ
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
。
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例
え
ば
、
主
人
公
は
敵
の
村
の
酒
宴
に
入
り
込
む
に
際
し
て
、
敵
の
村

長
の
老
母
に
変
装
し
て
相
手
を
欺
く
と
い
う
手
を
使
っ
て
い
る
。
ま
ん
ま

と
主
人
公
を
長
の
母
親
と
思
い
込
ん
だ
村
人
は
、
主
人
公
を
自
分
た
ち
の

酒
宴
に
招
待
し
よ
う
と
し
て
使
者
を
派
遣
す
る
。
こ
の
時
、
主
人
公
と
使

者
と
は
、
一
〇
〇
行
以
上
に
渡
る
、
か
な
り
長
い
会
話
を
し
て
い
る
。
し

か
も
、
主
人
公
は
一
度
、
招
待
を
断
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
使
者
は
、

主
人
公
を
招
待
す
る
発
言
を
二
度
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
と

も
と
主
人
公
は
敵
の
酒
宴
に
赴
く
つ
も
り
で
こ
の
村
に
来
て
い
る
の
だ
か

ら
、
内
容
上
、
断
る
道
理
は
な
い
。
だ
が
、
直
接
筋
の
展
開
に
関
係
な
い

よ
う
な
部
分
で
、
細
や
か
に
会
話
の
応
酬
が
入
っ
て
く
る
こ
と
こ
そ
が
、

逆
に
金
成
マ
ツ
の
語
り
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

発
言
の
多
さ
以
外
に
も
、〈
戦
い
〉
前
後
に
く
る
〈
前
フ
リ
〉〈
結
末
〉

と
い
っ
た
「
つ
な
ぎ
」
部
分
の
描
写
が
詳
し
い
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、〈
結
末
〉に
お
い
て
は
、し
ば
し
ば
ケ
ウ
ェ
ホ
ム
ス
と
い
う
魔
払
い
を
、

主
人
公
の
養
兄
や
養
姉
が
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
際
、
そ
の
様
子
は

詳
し
く
描
写
さ
れ
ず
、「
ケ
ウ
エ
ホ
ム
ス
を
し
ま
し
た
」
な
ど
の
簡
単
な
記
述
で

終
わ
る
。
だ
が
、
同
じ
く
「
別
伝
」
の
戦
闘
場
面
四
で
の
魔
払
い
は
一
四
一
行

に
も
及
び
、
他
の
戦
闘
場
面
よ
り
も
描
写
が
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
金
成
マ
ツ
の
戦
闘
場
面
の
特
徴
は
、
戦
い
そ
の
も
の
を

詳
し
く
描
写
せ
ず
、
短
い
戦
闘
を
、
長
い
発
言
に
よ
る
登
場
人
物
間
の
会

話
の
や
り
と
り
や
、
詳
し
い
描
写
の
間
に
挿
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
長
い

戦
闘
場
面
を
形
成
す
る
こ
と
だ
と
言
え
る
。

６
．
語
り
手
の
男
女
差
に
よ
る
特
徴

　

戦
闘
場
面
は
ア
イ
ヌ
英
雄
叙
事
詩
の
中
心
的
な
部
分
と
な
っ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
多
く
の
行
数
が
割
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
語
り
手
が
男
性
で
あ
ろ

う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
変
わ
ら
な
い
。

　

し
か
し
、〈
戦
い
〉
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
、
具
体
的
な
語
り
方
を
見
て
い

く
と
、
男
性
女
性
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
語
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
〈
戦
い
〉
そ
の
も
の
を
、
対
句
や
喩
え
を
多
用
し
な
が
ら
詳
細
に
語
っ

て
い
く
男
性
の
語
り
手
の
場
合
、〈
戦
い
〉
に
割
か
れ
る
行
数
も
多
い
。

　

一
方
で
女
性
の
語
り
手
は
〈
戦
い
〉
そ
の
も
の
の
描
写
に
関
し
て
は
消

極
的
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
登
場
人
物
に
よ
る
発
言
を
多
く
重
ね
、〈
戦

い
〉
以
外
の
描
写
を
細
や
か
に
語
る
こ
と
で
、
状
況
を
丁
寧
に
説
明
し
な

が
ら
盛
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

本
論
文
は
、
修
士
論
文
「
戦
闘
場
面
の
構
造
か
ら
み
た
ア
イ
ヌ
の

英
雄
叙
事
詩
」
の
内
容
の
一
部
分
を
も
と
に
、
第
三
一
回
日
本
口

承
文
芸
学
会
大
会
で
行
っ
た
発
表
に
よ
っ
て
い
る
。

注（
1
） 

金
田
一
京
助
の
紹
介
に
よ
る
と
、次
の
よ
う
な
語
り
手
で
あ
る
。「
日

高
沙
流
郡
紫
雲
古
津
村
の
名
門
、
鍋
沢
ウ
ト
ム
リ
ウ
ク
の
弟
。
名

に
負
う
沙
流
ア
イ
ヌ
の
ユ
ー
カ
ラ
の
名
人
。
大
正
二
年
の
夏
、
東

京
の
私
の
家
へ
招
致
し
て
、
半
年
ほ
ど
、
私
方
に
私
と
寝
食
を
共

に
し
て
英
雄
の
ユ
ー
カ
ラ
と
神
々
の
ユ
ー
カ
ラ
と
を
十
三
篇
ず
つ
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私
に
伝
え
た
盲
人
。
ア
イ
ヌ
の
ホ
メ
ロ
ス
。」〔
金
田
一　

一
九
六
八

（
一
九
九
三
）
：
口
絵
説
明
〕

（
2
） 
幌
別
出
身
の
伝
承
者
。
本
田
（
二
〇
〇
六
）
で
は
、
次
の
よ
う

に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
ア
イ
ヌ
文
学
の
伝
承
者
・
文
学
者
と
し

て
、
大
学
ノ
ー
ト
約
二
万
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
ロ
ー
マ
字
筆
録
資
料
を

遺
す
。
知
里
幸
惠
、
知
里
真
志
保
ら
の
伯
母
に
あ
た
る
」〔
本
田　

二
〇
〇
六
：
三
六
〕

（
3
） 

原
文
で
は
ロ
ー
マ
字
表
記
だ
が
、
本
論
で
は
見
や
す
さ
の
都
合
上
、

カ
タ
カ
ナ
表
記
に
直
す
。
以
下
、
ア
イ
ヌ
語
の
引
用
に
つ
い
て
は
、

す
べ
て
同
様
で
あ
る
。

（
4
） 

原
文
の
日
本
語
訳
は
文
語
調
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
遠

藤
に
よ
る
訳
に
あ
ら
た
め
た
。
以
下
、「
別
伝
」、鍋
沢
元
蔵
「
ク
ト
ゥ

ネ
シ
リ
カ
」、
知
里
幸
惠
「
ス
プ
ネ
シ
リ
カ
」
も
同
様
で
あ
る
。

（
5
） 

女
性
が
英
雄
叙
事
詩
を
語
る
場
合
、
節
を
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ

る
一
方
で
、
節
を
つ
け
て
語
っ
て
い
る
資
料
も
あ
る
。
こ
の
食
い
違

い
に
つ
い
て
奥
田
（
一
九
九
四
）
で
は
、地
域
差
も
あ
る
と
し
た
上
で
、

「
男
性
側
の
規
範
意
識
」
と
「
現
実
の
記
述
」〔
前
掲
書
：
二
三
〇
〕
の

違
い
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。

【
使
用
テ
キ
ス
ト
】

金
田
一
京
助
『
ユ
ー
カ
ラ
の
研
究
Ⅱ
』
一
九
三
一　

東
洋
文
庫

金
田
一
京
助
（
筆
録
・
訳
注
）『
覆
刻　

ア
イ
ヌ
叙
事
詩
ユ
ー
カ
ラ
集
Ⅷ　

SU
PN

E SH
IRK

A

（
蘆
丸
の
曲
）』
一
九
六
八
（
一
九
九
三
）　

三
省
堂

中
川
裕
「
ト
ゥ
ム
ン
チ　

ペ
ン
チ
ャ
イ
、
オ
コ
ッ
コ　

ペ
ン
チ
ャ
イ　

―

ア
イ
ヌ
語
千
歳
方
言
叙
事
詩
テ
キ
ス
ト
―
」
三
浦
佑
之
（
編
）『
叙
事

詩
の
学
際
的
研
究
』
二
〇
〇
一　

千
葉
大
学
文
学
部

北
海
道
静
内
町
教
育
委
員
会
（
編
）『
静
内
地
方
の
伝
承
Ⅰ　

―
織
田
ス

テ
ノ
の
口
承
文
芸
（
一
）
―
』
一
九
九
一　

静
内
町
郷
土
史
研
究
会

門
別
町
郷
土
史
委
員
会
（
編
）『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
ク
ト
ゥ
ネ
シ
リ
カ
』

一
九
六
五　

門
別
町
郷
土
史
委
員
会

【
引
用
・
参
考
文
献
】

奥
田
統
己「
ポ
イ
ヤ
ウ
ン
ペ
の
物
語
―
静
内
地
方
の
ユ
ー
カ
ラ
の
構
想
―
」

古
橋
信
孝
・
三
浦
佑
之
・
森
朝
男
（
編
）『
古
代
文
学
講
座
四　

人
生
と

恋
』
一
九
九
四

金
田
一
京
助
「
原
始
文
学
と
し
て
の
ユ
ー
カ
ラ
」『
金
田
一
京
助
全
集　

第
七
巻　

ア
イ
ヌ
文
学
Ⅰ
』
一
九
九
二　

三
省
堂

金
田
一
京
助
（
筆
録
・
訳
注
）『
覆
刻　

ア
イ
ヌ
叙
事
詩
ユ
ー
カ
ラ
集
Ⅷ　

SU
PN

E SH
IRK

A

（
蘆
丸
の
曲
）』
一
九
六
八
（
一
九
九
三
）　

三
省
堂

中
川
裕
『
ア
イ
ヌ
の
物
語
世
界
』
一
九
九
七　

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

中
川
裕
「
ア
イ
ヌ
人
に
よ
る
ア
イ
ヌ
語
表
記
へ
の
取
り
組
み
」
塩
原
朝
子
・

児
玉
茂
昭
（
編
）『
表
記
の
習
慣
の
な
い
言
語
の
表
記
』
二
〇
〇
六　

東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所

中
川
裕
・
志
賀
雪
湖
・
奥
田
統
己
「
ア
イ
ヌ
文
学
」『
岩
波
講
座　

日
本
文

学
史
第
十
七
巻　

口
承
文
学
２
・
ア
イ
ヌ
文
学
』
一
九
九
七　

岩
波
書
店

本
田
優
子
「
金
成
マ
ツ
の
英
雄
叙
事
詩
に
み
ら
れ
る
イ
ト
コ
婚
」『
比
較

文
化
論
叢
一
八
』
二
〇
〇
六　

札
幌
大
学
文
化
学
部

（
え
ん
ど
う
・
し
ほ
／
千
葉
大
学
大
学
院
）


