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や
ま
と
こ
と
ば
と
人
権
思
想

本
論
に
お
い
て
、
日
本
語
の
う
ち
外
来
語
を
除
い
た
部
分
を
、
や
ま
と
こ
と
ば
と
呼
び
ま
す
。

日
本
民
族
が
現
代
ま
で
、
ま
づ
弥
生
時
代
に
農
業
な
ど
を
輸
入
・
改
善
し
、
そ
の
後
、
エ
リ
ー
ト
層

が
中
国
語
や
ド
イ
ツ
語
や
英
語
な
ど
を
学
ぶ
に
つ
れ
、
や
ま
と
こ
と
ば
も
そ
れ
な
り
に
変
化
し
て
ゐ
ま

す
。
本
論
は
、
現
代
の
や
ま
と
こ
と
ば
が
縄
文
時
代
か
ら
の
や
ま
と
こ
と
ば
の
全
貌
と
な
る
べ
く
つ
な

が
り
や
す
い
や
う
に
す
る
試
み
で
す
。

さ
て
、
や
ま
と
こ
と
ば
に
言
霊
思
想
が
あ
る
の
は
、
日
本
列
島
の
気
候
の
う
ち
に
あ
り
、
や
ま
と
こ

こ
と
だ
ま

と
ば
に
お
い
て
、
〈
念
と
呼
吸
と
発
音
生
理
と
音
韻
体
系
の
過
程
〉
を
大
切
に
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ

り
ま
せ
う
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
俳
句
や
歌
舞
伎
な
ど
に
も
結
晶
し
て
ゐ
ま
せ
う
。
し
か
し
、
幕
末
以

降
、
西
欧
の
音
楽
や
医
療
な
ど
と
の
比
較
に
さ
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
戦
後
、
新
か
な
づ
か
ひ
の
導
入
に
よ

り
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
伝
統
を
反
省
し
に
く
く
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
西
欧
民
族
は
じ
め
世
界
の
諸
民
族
と

の
比
較
に
お
い
て
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
伝
統
の
長
所
短
所
を
反
省
し
自
覚
し
、
未
来
の
や
ま
と
こ
と
ば

を
創
造
し
て
い
く
。
こ
れ
が
日
本
民
族
と
し
て
の
人
権
思
想
で
も
あ
り
ま
せ
う
。

民
族
の
生
理
は
、
そ
の
民
族
の
〈
世
界
観
と
言
語
規
範
と
い
ふ
認
識
〉
の
生
理
で
す
。

本
論
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
世
界
観
を
表
す
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
基
本
語
体
系
研
究
へ
の
入
門
で
す
。

と
と
も
に
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
原
始
に
お
い
て
、
概
念
と
音
韻
が
発
達
し
あ
つ
た
過
程
を
も
、
な
る

べ
く
予
感
・
予
想
し
て
み
ま
し
た
。

や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻
体
系
に
は
、
音

行

と
音
段
が
あ
り
ま
す
。
音
行
は
、
本
論
の
認
識
に
も
と
づ

ギ
ヤ
ウ

く
独
自
の
順
序
に
て
、
な
行
・
ま
行
・
ら
行
・
さ
行
・
ざ
行
・
た
行
・
だ
行
・
か
行
・
が
行
・
は
行
・

ぱ
行
・
ば
行
・
あ
行
・
や
行
・
わ
行
で
す
。
音
段
は
、
あ
段
・
い
段
・
う
段
・
え
段
・
お
段
で
す
。
音

段
と
音
行
の
区
別
は
、
母
音
と
子
音
の
区
別
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
音
段
は
母
音a-i-u-e-o

で
あ
る
が
、

同
じ
音
行
に
お
い
て
、
や
ま
と
こ
と
ば
独
得
の
子
音
の
変
化
も
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
、ta-chi-tsu-te-to

。

動
詞
の
活
用
が
典
型
的
で
す
が
、
動
詞
の
活
用
に
限
ら
ず
、
や
ま
と
こ
と
ば
に
お
い
て
、
い
は
ば
同

行
交
段
が
あ
り
ま
す
。
す
な
は
ち
、
音
行
が
同
じ
の
ま
ま
音
段
が
交
替
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
さ
う

い
ふ
音
韻
体
系
で
す
。
同
行
交
段
に
は
内
容
の
変
化
を
と
も
な
ふ
も
の
と
内
容
の
変
化
を
と
も
な
は
な

い
も
の
と
が
あ
り
ま
す
。
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な
ほ
、
漢
字
は
外
来
語
で
あ
り
、
や
ま
と
こ
と
ば
で
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
民
族
は
、
漢
民
族
か
ら
漢

字
を
輸
入
し
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
と
い
ふ
文
字
を
発
明
し
ま
し
た
。
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻
の
、

旧
か
な
文
字
に
よ
る
表
現
を
、
発
達
さ
せ
ま
し
た
。
漢
字
の
、
日
本
語
に
お
け
る
音
読
み
は
、
各
地
・

各
時
代
の
漢
字
の
音
声
言
語
を
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻
体
系
に
て
ま
ね
た
音
声
言
語
で
す
。
漢
民
族

の
音
韻
体
系
と
は
異
り
ま
す
。

内
容
言
語
学
と
語
分
類

文
章
・
文
・
節
・
句
・
語
を
分
類
す
る
た
め
、
主
題
と
説
明
と
い
ふ
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
と
い
ふ
よ
り
、
今
ま
で
の
「
文
法
」
は
ほ
と
ん
ど
、
か
う
い
ふ
い
は
ば
機
能
言
語
学
で
し
た
。

一
方
、
た
と
へ
ば
翻
訳
機
械
を
設
計
す
る
た
め
に
は
、
語
・
句
・
節
・
文
・
文
章
の
意
味
内
容
に
着

目
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
い
は
ば
内
容
言
語
学
が
重
要
で
す
。
が
、
日
本
社
会
に
お
い
て
、
鈴
木

朖
あ
き
ら

(1764

～1837)

→
時
枝
誠
記(1900

～1967)
→
三
浦
つ
と
む(1911

～1989)

ら
が
、
こ
の
内
容
言

も

と

き

語
学
を
発
達
さ
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
本
論
は
、
日
本
社
会
に
お
い
て
内
容
言
語
学
を
継
承
し
発
達
さ
せ
、

〈
や
ま
と
こ
と
ば
の
世
界
観
と
音
韻
の
論
理
〉
を
整
理
す
る
試
み
で
す
。

言
語
を
含
む
表
現
と
い
ふ
も
の
は
、
対
象
を
認
識
し
て
表
現
し
て
あ
り
ま
す
。
語
・
句
・
節
・
文
・

文
章
か
ら
認
識
の
対
象
に
さ
か
の
ぼ
る
学
問
が
、
内
容
言
語
学
で
す
。

主
題
と
説
明
と
い
ふ
機
能
に
着
目
す
る
と
、
民
族
や
宗
教
や
国
家
な
ど
の
違
ひ
も
あ
り
、
な
か
な
か

統
一
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
言
語
か
ら
認
識
の
対
象
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
世
界
の
統
一
性
ゆ
ゑ
、
語
は

以
下
の
六
つ
の
み
に
分
類
さ
れ
る
と
、
考
へ
ら
れ
ま
す
。
本
論
に
お
い
て
用
ゐ
る
記
号
「
ど
」「
せ
」「
カ
」

「
ド
」「
セ
」
「
タ
」
と
と
も
に
示
し
ま
す
。

ど
＝
動
辞
＝
体
内
の
動
的
存
在
を
反
映
す
る
語

せ
＝
静
辞
＝
体
内
の
静
的
存
在
を
反
映
す
る
語

以
下
、
体
外
の
存
在
や
認
識
じ
た
い
と
い
ふ
存
在
に
つ
い
て
、

カ
＝
関
係
詞
＝
関
係
を
反
映
す
る
語

ド
＝
動
詞
＝
動
的
属
性
を
反
映
す
る
語

セ
＝
静
詞
＝
静
的
属
性
を
反
映
す
る
語

タ
＝
体
詞
＝
実
体
を
反
映
す
る
語

世
界
は
体
内
と
体
外
と
認
識
じ
た
い
の
統
一
で
す
。

体
内
を
反
映
す
る
語
が
、
主
体
語
＝
辞(

動
辞
・
静
辞)

で
す
。

体
外
や
認
識
じ
た
い
を
反
映
す
る
語
が
、
客
体
語
＝
詞(

関
係
詞
・
動
詞
・
静
詞
・
体
詞)

で
す
。

辞(

動
辞
・
静
辞)

と
詞(

関
係
詞
・
動
詞
・
静
詞
・
体
詞)

と
い
ふ
語
分
類
は
、
内
容
言
語
学
の
伝

統
と
創
造
と
し
て
、
わ
た
く
し
が
始
め
た
も
の
で
す
。

し
か
も
、
良
い
記
号
の
工
夫
が
学
問
を
推
進
す
る
と
い
ふ
、
物
理
学
な
ど
の
経
験
に
学
び
、
記
号
「
ど
」

「
せ
」
と
「
カ
」
「
ド
」
「
セ
」「
タ
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

こ
の
語
分
類
と
記
号
に
な
じ
む
に
は
、
多
少
時
間
が
か
か
る
で
せ
う
が
、
結
局
、
内
容
言
語
学
の
伝

統
と
創
造
と
し
て
わ
か
り
や
す
い
と
、
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
。
そ
の
や
う
に
わ
た
く
し
は
信
じ
て
を

り
ま
す
。
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翻
訳
機
械
の
設
計
は
簡
単
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
設
計
の
不
備
が
如
実
に
結
果
と
し
て
実
証
さ
れ
て
し

ま
ふ
工
学
と
つ
き
あ
つ
て
み
る
と
、「
対
象
→
認
識(

概
念)

→
表
現(

言
語)

」
と
い
ふ
過
程
の
う
ち
、「
対

象
と
言
語
」
を
な
る
べ
く
直
結
す
る
学
問(

世
界
学
・
認
識
学
・
言
語
学)

の
努
力
を
ま
づ
人
間
の
側
に

て
し
て
お
く
こ
と
が
、
将
来
の
本
格
的
な
設
計
の
た
め
の
鍵
だ
、
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。

対
象(

世
界)
の
論
理
か
ら
、
ま
づ
は
や
ま
と
こ
と
ば
の
全
貌
を
分
類
し
直
し
て
み
る
と
、
ど
う
い
ふ

こ
と
に
な
る
か
。
言
語
学
・
国
語
学
の
諸
先
生
の
貴
重
な
研
究
に
学
び
つ
つ
、
現
代
社
会
の
欲
求
の
先

端
か
ら
、
あ
へ
て
分
類
再
編
に
挑
む
、
初
の
試
み
で
す
。

合
成
・
準
合
成
・
接
続
と
〈
無
語
〉

世
界(

体
内
と
体
外
と
認
識
じ
た
い)
へ
の
対
応
と
し
て
の
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
声
言
語
に
つ
い
て
、

と
く
に
概
念
と
音
韻
の
生
理
過
程
に
つ
い
て
研
究
し
て
ま
ゐ
り
ま
す
。

な
ほ
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
文
字
言
語
に
つ
い
て
は
、
た
と
へ
ば
、
「
上
る
」
「
登
る
」
「
昇
る
」
は
い
づ

れ
も
「
の
ぼ
る
」
と
訓
読
み
す
る
や
ま
と
こ
と
ば
で
あ
り
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
漢
字
と
か
な
に
よ
る
文

字
言
語
で
す
。
た
だ
し
、
外
来
の
漢
字
「
上
」「
登
」「
昇
」
に
よ
り
具
体
的
な
意
味
も
区
別
し
て
を
り
、

や
ま
と
こ
と
ば
と
漢
語
の
二
重
文
字
言
語
と
も
言
へ
ま
せ
う
。

本
論
に
お
い
て
、
詞(

＝
客
体
語)

と
し
て
内
容
が
自
立
し
て
ゐ
な
い
詞
の
部
分
を
詞
部
と
呼
び
ま
す
。

語(

詞
ま
た
は
辞)

と
詞
部
か
ら
詞
が
合
成
ま
た
は
準
合
成
さ
れ
ま
す
。(

準
合
成
に
つ
い
て
は
後
述
。)

詞
部
の
記
号
は
詞
の
記
号
に(

)

を
付
し
ま
す
。

(

カ)

＝
関
係
詞
部

(

ド)

＝
動
詞
部

(

セ)

＝
静
詞
部

(

タ)

＝
体
詞
部

語
が
接
続
さ
れ
句
が
成
り
ま
す
。
句
が
接
続
さ
れ
節
が
成
り
ま
す
。
節
が
接
続
さ
れ
文
が
成
り
ま
す
。

文
が
接
続
さ
れ
文
章
が
成
り
ま
す
。

句
に
お
け
る
語
の
接
続
が
合
成
に
近
づ
き
全
体
が
一
語
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
合

成
に
近
づ
い
た
接
続
を
準
合
成
と
呼
び
ま
す
。

合
成
を
「
＊
」
、
準
合
成
を
「×

」
、
接
続
を
「
＋
」
と
記
号
し
ま
す
。

合
成
・
準
合
成
・
接
続
に
お
い
て
内
容
は
変
化
し
な
い
と
と
も
に
形
式
は
変
化
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
を
内
同
形
変
と
呼
び
ま
す
。
内
同
形
変
の
う
ち
流
声
・
強
声
・
短
縮
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
ま

す
。流

声
＝
声
が
流
れ
る
や
う
に
音
韻
を
変
へ
る(

「
い
」「
う
」「
つ
」
「
ん
」
の
音
便
を
含
む)

強
声
＝
そ
の
部
分
を
確
認
し
や
す
く
す
る
た
め
声
を
強
め
る

短
縮
＝
よ
く
表
現
す
る
音
声
言
語
を
短
縮
す
る

語
句
分
析
に
お
い
て
流
声
・
強
声
・
短
縮
と
い
ふ
内
同
形
変
を
「
←
」
と
記
号
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
語
句
の
内
容
が
変
化
す
る
こ
と
を
「
△
」
「
▽
」
と
記
号
し
ま
す
。
た
と
へ
ば
「
こ
の
流

れ
に
沿
つ
て
」
の
「
流
れ
」
は
動
詞
「
流
る
」
の
活
用
「
流
る
」
が
体
詞
に
転
化
し
た
、
動
詞
の
体
詞

れ

化
、
あ
る
い
は
動
詞
的
体
詞
で
あ
り
、
「
ド
▽
タ

な
が
る(

流)

」
と
示
し
ま
す
。

れ

活
用
や
合
成
に
お
い
て
、
か
な
の
右
側
に

を
付
し
た
の
は
音
韻
が
消
え
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
例

～

「
ド

み
る(

見)

＋
ど

ま
す
」「
セ

か
ら
し(

辛)

＊(

カ)

さ
」

～

～

合
成
に
お
け
る
音
韻
変
化
に
つ
い
て
、
ま
ま
合
成
・
活
用
合
成
・
交
段
合
成
・
浸
透
合
成
と
い
ふ
も
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の
が
あ
り
ま
す
。

ま
ま
合
成
＝
音
韻
変
化
の
な
い
そ
の
ま
ま
合
成

例
「
ド

も
と
づ
く

(

基)

←
も
と
つ
く
＝
タ

も
と
＊
ド

強
声

つ
く
」

活
用
合
成
＝
前
部
が
活
用
し
て
合
成
す
る(

活
用
を
右
側
に
示
す)

例
「
ド

う
ご
か
す(

動)

＝
ド

う
ご

く
＊(

ド)

す
」

か

交
段
合
成
＝
前
部
の
末
が
同
行
交
段
し
て
合
成
す
る

(

ど
の
段
に
交
段
す
る
か
を
＊
の
右
側
に
示
す)

例
「
ド

お
と
る(

劣)
＝
ド

お
つ(

落)

＊(

ド)

る
」

お

浸
透
合
成
＝
前
部
の
末
の
音
行
に
後
部
の
頭
の
音
段
が
浸
透
し
て
合
成
す
る

(

＊
の
右
側
に

を
付

←

す)

例
「
ド

つ
か
ふ(

使)

＝
ド

つ
く
＊
ド

あ
ふ
」

←

な
ほ
、
合
成
の
生
成
史
か
ら
言
ふ
と
、
合
成
の
前
部
に
動
詞
原
形(

い
は
ゆ
る
「
終
止
形
」)

を
示
す

こ
と
は
実
際
的
で
な
い
の
で
す
が
、
原
形
に
よ
り
語
彙
を
把
握
す
る
習
慣
を
優
先
し
、
こ
の
や
う
な
表

示
と
し
ま
す
。
詳
し
く
は
後
述
し
ま
す
。

さ
て
、
時
枝
誠
記
は
や
ま
と
こ
と
ば
に
「
零
記
号
」
と
い
ふ
も
の
を
導
入
し
ま
し
た
。(

文
献
１(

上)p273

～
参
照)

本
論
な
り
に
説
明
し
直
す
と
〈
言
語
表
現
過
程
に
お
い
て
動
辞
な
ど
の
概
念
は
あ
る
と
と
も
に

語
は
無
い
〉
と
い
ふ
い
は
ば
〈
無
語
〉
の
過
程
が
あ
り
そ
の
過
程
を
明
示
す
る
記
号
を
導
入
し
た
。
本

論
に
お
い
て
は
〈
無
語
記
号
〉
と
呼
び
ま
せ
う
。
時
枝
誠
記
・
三
浦
つ
と
む
以
後
の
研
究
に
よ
り
、
動

辞
の
〈
無
語
〉
の
基
本
は
四
種
類
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
本
論
に
お
い
て
そ
れ
ら
動
辞
の
〈
無

語
記
号
〉
を
「
◯
」
「
━
」「
…
」
「
┃
」
と
い
た
し
ま
す
。

命
令

意
志

傾
向

断
定

た
と
へ
ば
命
令
文
「
立
て
」
は
「
ド

た
つ(

立)

＋
ど

◯
」
で
す
。
世
界
の
未
来
の
相
手
の
動
的
属
性
を

て

命
令

「
立
て
」
と
表
し
、
世
界
の
現
在
の
相
手
に
命
令
す
る
言
語
表
現
者
の
体
内
の
動
的
存
在
「
◯
」
が
あ

命
令

り
ま
す
。
な
ほ
、
従
来
、
「
見
よ
」
の
「
よ
」
を
「
活
用
語
尾
」
に
属
す
る
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
正
し

く
は
命
令
文
「
ド

み
る(

見)

＋
ど

◯
＋
せ

よ
」
で
す
。

～

命
令

制
止
文
「
行
く
な
」
は
「
ド

い
く

(

行)

＋
ど

━
＋
ど

な
」
で
す
。
世
界
の
未
来
の
相
手
の
動
的
属
性
を

意
志

制
止

「
行
く
」
と
表
し
、
世
界
の
現
在
に
お
い
て
相
手
に
体
内
の
動
的
存
在
「
━
」
が
成
立
す
る
の
を
制
止

意
志

す
る
言
語
表
現
者
の
体
内
の
動
的
存
在
を
「
な
」
と
表
し
ま
す
。

文
「
日
本
の
思
想
は
ま
た
流
転
す
る
」
の
末
尾
は
「
ド

流
転
＋
ド

す
る
＋
ど

…
」
で
す
。
世
界
の
未
来

傾
向

の
日
本
の
思
想
の
動
的
属
性
を
「
流
転
す
る
」
と
表
し
、
客
体
に
つ
い
て
さ
う
判
断
す
る
現
在
の
言
語

表
現
者
の
体
内
の
動
的
存
在
「
…
」
が
あ
り
ま
す
。

傾
向

文
「
あ
れ
は
き
つ
ね
で
、
こ
れ
は
た
ぬ
き
」
の
末
尾
は
「
タ

た
ぬ
き
＋
ど

┃
」
で
す
。
注
目
す
る
実
体

断
定

を
「
た
ぬ
き
」
と
表
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
さ
う
判
断
す
る
言
語
表
現
者
の
体
内
の
動
的
存
在
「
┃
」
が

断
定

あ
り
ま
す
。

問
題
設
定
と
体
詞
な
ど

や
ま
と
こ
と
ば
の
原
始
人
は
ど
う
い
ふ
生
活
を
し
て
ゐ
た
か
。
生
理
に
も
と
づ
き
認
識
と
表
現
を
ど

う
発
達
さ
せ
た
か
。
体
詞
・
静
詞
・
動
詞
・
関
係
詞
・
静
辞
・
動
辞
、
こ
れ
ら
を
し
だ
い
に
ど
う
発
達

さ
せ
て
い
つ
た
か
。
と
く
に
動
詞
語
彙
を
ど
う
発
達
さ
せ
た
か
。
お
そ
ら
く
内
容
は
具
体
的
か
ら
抽
象

的
へ
形
式
は
一
音
節
・
二
音
節
か
ら
。
動
的
属
性
概
念
と
動
詞
音
韻
の
ど
う
い
ふ
有
益
さ
が
あ
り
活
用
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形
と
い
ふ
も
の
を
発
達
さ
せ
た
か
。
活
用
に
お
け
る
同
行
交
段
の
有
益
さ
は
何
か
。
逆
に
上
一
段
活
用

や
現
代
は
下
一
段
活
用
も
発
達
さ
せ(

「
る
れ
」
部
以
外)

同
行
交
段
を
や
め
た
動
詞
も
あ
る
の
は
な
ぜ

か
。
ど
う
い
ふ
動
的
属
性
概
念
と
動
詞
音
韻
ゆ
ゑ
い
く
つ
か
の
活
用
型
が
あ
る
か
。
ら
行
な
行
か
行
さ

行
の
変
格
活
用
は
な
ぜ
あ
る
か
。
〈
世
界
の
必
然
性
か
ら
人
の
決
意
性
へ
〉
と
い
ふ
動
的
属
性
概
念
が
動

詞
音
韻
な
い
し
活
用
型
に
反
映
し
て
は
ゐ
な
い
か
。
静
詞
活
用
は
ど
う
発
達
し
た
か
。(

古
代)

静
詞
活

用
が
さ
行
か
行
に
わ
た
る
の
は
な
ぜ
か
。
動
詞
型
の
動
辞
や
静
詞
型
の
動
辞
は
ど
う
発
達
し
た
か
。
世

界
認
識
と
人
間
関
係
に
お
い
て
ど
う
い
ふ
有
益
さ
が
あ
り
や
ま
と
こ
と
ば
の
動
辞
や
静
辞
は
つ
ま
り
体

内
の
反
映
は
発
達
し
た
か
。

以
上
、
ま
づ
は
内
容
言
語
学
な
り
の
問
題
設
定
で
す
。

一
方
、
体
内
と
呼
吸
と
発
音
生
理
に
つ
い
て
ヨ
ガ
の
沖

正
弘
師
と
そ
の
著(

文
献

、

、

な
ど)

22

23

24

に
学
び
続
け
て
ゐ
ま
す
わ
た
く
し
は
か
う
も
問
題
設
定
し
ま
す
。

地
球
表
面
に
お
い
て
物
体
は
落
下
す
る
。
人
間
の
直
立
二
足
歩
行
す
る
身(

骨
格
と
筋
肉)

に
お
い
て

み

鉛
直
と
水
平
の
意
識
が
大
切
で
あ
る
。
背
骨
と
鼻
骨
を
鉛
直
に
す
る
意
識
と
左
右
の
骨
盤
お
よ
び
左
右

の
目
を
水
平
に
す
る
意
識
。
こ
れ
が
体
内
の
動
的
存
在
の
概
念
た
る
動
辞
の
〈
無
語
〉「
◯
」「
━
」「
…
」

命
令

意
志

傾
向

「
┃
」
と
関
係
す
る
。
動
辞
「
べ
し
」
と
も
関
係
す
る
。
健
康
平
和
生
活
に
と
り
徹
頭
徹
尾
必
要
な
も

断
定

の
は
文
字
言
語
で
も
な
く
音
声
言
語
で
も
な
く
健
康
平
和
な
呼
吸
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
「
あ
～
お
～

ん
～
」
と
い
ふ
発
声
で
あ
る
。
や
ま
と
こ
と
ば
の
動
辞
・
静
辞
・
動
詞
・
静
詞
の
音
韻
と
く
に
活
用
な

ど
の
同
行
交
段
は
ヨ
ガ
の
説
く
健
康
平
和
性
か
ら
ど
う
評
価
さ
れ
る
か
。(
沖
ヨ
ガ
に
学
ん
だ
わ
た
く
し

な
り
の
認
識
の
表
現
は
文
献

)26

こ
こ
で
や
ま
と
こ
と
ば
の
基
本
体
詞
な
ど
に
つ
い
て
少
し
ま
と
め
ま
す
。

タ

み(

身)

タ

み
み(

耳)

東
洋
医
学
な
ど
に
お
い
て
も
、
み(

身)

の
集
約
が
み
み(

耳)

で

あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

タ

む
ね(

胸)

＝
タ

み(

身)

＊
タ
▽
カ

ね(

根)

タ

め(

目)
ド

あ
む(

浴)

む

タ

あ
め(

雨)

タ

あ
め(

天)

タ

う
み(

海)

＝
カ

う
＊
タ

み(

水)

タ

み
づ(

水)
←
み
つ
＝
タ

み

強
調

強
声

(

水)

＊(

タ)

つ

ド

み
つ(

満)

タ

ち(

血)

タ

ち
ち(

乳)

タ

て(

手)

カ

ゆ
く
て
＝
ド

ゆ
く(

行)×

タ
▽
カ

て(

手)

ド

ひ
つ

(

漬)

ド

ひ
た
す(

浸)

＝
ド

ひ
つ(

漬)

＊(

ド)

す

タ

ひ
と(

人)

カ

ひ
と(

一)

セ

ひ
と
し(

等)

た

カ

ひ
た(

直)

タ

は
な(

鼻)

ド

は
ぬ(

跳
・
撥)

ド

は
な
す(

話)

＝
ド

は
ぬ
＊(

ド)

す

タ

い
き(

息)

ド

い
く

あ

(

生)

タ

く
ち(

口)

タ

こ
と(

言)

タ

こ
と(

事)

カ

こ
と
わ
り(

理)

＝
タ

こ
と(

事)

＊
ド
▽
カ

わ

る(

割)

タ

か
た(

象
・
形
・
型)

ド

か
た
る(

語)

＝
タ

か
た(

象
・
形)

＊(

ド)

る

タ

か
ほ(

顔)

り

ド

か
ふ(

交)

カ

か
は(

側)

タ

か
は(

川)

タ

か
は(

皮)

タ

け(

毛)

タ

め(

芽)

め(

目)

の
や
う
世
界
へ
開
か
れ
る
。

タ

は
な(

花)

は
な(

鼻)

の
や
う
体
外

と
何
か
を
や
り
と
り
。

タ

み(

実)

食
べ
て
み(

身)

に
な
る
。

な
ほ
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻
は
上
向
き
の
も
の
を
「
を
～
」
と
し
下
向
き
の
も
の
を
「
お
～
」
と

し
て
ゐ
ま
し
た
。「
を
さ
な
し(

幼)

」「
を
と
こ(

男)

」「
を
と
め(

乙
女)

」「
を
ん
な(

女)

」「
を
ど
る(

跳

・
躍
・
踊)

」
な
ど
と
「
お
ゆ(

老)

」
「
お
き
な(

翁)

」
「
お
う
な(

媼)

」
「
お
と
ろ
ふ(

衰)

」
「
お
づ(

怖

・
懼)

」
「
お
ど
ろ
く

(

驚)

」
「
お
く

(

置)

」
「
お
つ

(

落)

」
「
お
と
る

(

劣)

」
な
ど
。
新
か
な
の
や
う
に
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「
を
～
」
を
す
べ
て
「
お
～
」
と
し
て
し
ま
つ
て
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
人
生
観
・
自
然
観
や
自
然
落

下
の
大
地
に
対
す
る
感
覚
の
封
印
で
せ
う
。(

文
献

p127

～8

参
照)

12

動
詞
活
用

も
と
よ
り
、
前
節
に
て
設
定
し
た
問
題
は
長
い
時
間
を
か
け
て
解
決
し
て
い
く
べ
き
問
題
で
す
。
本

論
は
入
門
編
で
す
。

ま
づ
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻
の
象
徴
と
し
て
、
動
詞
活
用
に
つ
い
て
検
討
し
ま
せ
う
。

や
ま
と
こ
と
ば
の
原
始
か
ら
未
来
へ
の
発
達(

伝
統
と
創
造)

を
考
へ
る
立
場
か
ら
、
平
安
時
代
の
動

詞
活
用
を
ひ
と
つ
の
標
準
と
い
た
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
も
ち
ろ
ん
、
先
達
の
研
究
を
尊
敬
し
ま
す
が
、
従
来
の
「
体
言
」「
連
体
形
」「
用
言
」「
連

用
形
」
と
い
ふ
用
語
は
、
未
だ
論
理
的
な
整
理
が
充
分
で
な
い
概
念
の
語
で
す
。

ま
た
、
活
用
形
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
る
に
は
、
動
詞
の
み
で
な
く
静
詞
や
動
辞
の
活
用
も
考
慮
し
ま

す
。
さ
ら
に
、
語
の
形
式
分
類
で
な
い
内
容
分
類
の
内
容
言
語
学
と
し
て
、
か
う
提
案
い
た
し
ま
す
。

た
と
へ
ば
「
ま(

目)

の
あ
た
り
」
は
、
体
詞
の
原
形
「
め(

目)

」
が
あ
り
、
そ
れ
が
次
語
に
連
続
す
る

連
続
形
「
め(

目)

」
へ
活
用
す
る
と
、
考
へ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

ま

こ
れ
ら
も
考
慮
し
、
六
つ
の
活
用
形
を
以
下
の
や
う
に
規
定
い
た
し
ま
す
。

原
形
＝
も
と
の
形
式(

←
「
終
止
形
」)

連
続
形
＝
次
語
に
連
続
す
る
形
式(

←
「
連
体
形
」)

小
止
形
＝
そ
の
語
に
て
少
し
止
め
る
形
式(

←
「
連
用
形
」)

未
然
形
＝
語
の
内
容
が
未
然(

ま
だ
了
へ
て
ゐ
な
い
状
態)

で
あ
る
と
い
ふ
内
容
を
示
す
形
式

命
令
形
＝
命
令
動
辞
の
〈
無
語
〉
に
接
続
す
る
か
ま
た
は
そ
の
語
が
命
令
動
辞
と
も
な
る
形
式

已
然
形
＝
語
の
内
容
が
已
然(

す
で
に
了
へ
て
ゐ
る
状
態)

で
あ
る
と
い
ふ
内
容
を
示
す
形
式

原
形
か
ら
連
続
形
・
小
止
形
へ
は
、
呼
吸
と
音
韻
の
た
め
、
内
容
の
変
化
を
と
も
な
は
な
い
形
式
の

み
の
変
化
で
す
。
原
形
か
ら
未
然
形
・
已
然
形
へ
は
、
語
の
内
容
に
未
然
か
已
然
か
と
い
ふ
内
容
が
浸

透
す
る
形
式
の
変
化
で
す
。
原
形
か
ら
命
令
形
へ
は
、
語
が
動
詞
な
ら
、
内
容
の
変
化
を
と
も
な
は
な

い
形
式
の
み
の
変
化
で
す
。
語
が
動
辞
な
ら
、
語
の
内
容
に
命
令
と
い
ふ
内
容
を
加
へ
る
形
式
の
変
化

で
す
。(

命
令
形
の
あ
る
動
辞
は
「
あ
り
・
な
り
・
た
り

(

と
あ
り)

・
た
り

(

て
あ
り)

・
ぬ
・
つ
・
ま

す
」
。)や

ま
と
こ
と
ば
の
生
成
史
と
し
て
は
、
た
と
へ
ば
、
体
詞
連
続
形
「
ま

(

目)

」
が
ま
づ
あ
り
、
そ
れ

に
強
調
関
係
詞
「
い
」
の
合
成
し
た
「
ま
い
」
の
短
縮
と
し
て
体
詞
原
形
「
め

(

目)

」
が
成
立
し
た
や

う
で
す
。
動
詞
未
然
形
「
さ
か

(

咲)

」
が
ま
づ
あ
り
、
そ
れ
に
強
調
関
係
詞
「
い
」
の
合
成
し
た
「
さ

か
い
」
の
短
縮
と
し
て
動
詞
已
然
形
「
さ
け(

咲)

」
が
成
立
し
た
や
う
で
す
。(

文
献

参
照)

15

し
か
し
、
生
成
史
と
は
別
に
、
平
安
時
代
の
動
詞
活
用
を
標
準
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
活
用
を
整
理
し

直
す
、
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

古
代
動
詞
活
用
型
に
は
、
本
論
の
認
識
に
も
と
づ
く
独
自
の
分
類
と
順
序
に
て
、
広
活
用(

ら
変
・
四
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段
・
な
変)

と
狭
活
用(

上
一
段
・
下
二
段
・
か
変
・
さ
変
・
上
二
段
・
下
一
段)

が
あ
り
ま
す
。

未
然

小
止

原

連
続

已
然

命
令

①
ら
変

あ

い

い

う

え

え

広

②
四

あ

い

う

う

え

え

③
な
変

あ

い

う

う
る

う
れ

え

④
上
一

い

い

い
る

い
る

い
れ

い

⑤
下
二

え

え

う

う
る

う
れ

え

狭

⑥
か
変

お

い

う

う
る

う
れ

お

⑦
さ
変

え

い

う

う
る

う
れ

え

⑧
上
二

い

い

う

う
る

う
れ

い

⑨
下
一

え

え

え
る

え
る

え
れ

え

活
用
の
同
行
交
段(

交
段
が
消
え
た
も
の
を
含
む)

を
「
あ
い
う
え
お
」
に
て
示
し
、
送
り
音
韻
「
る
」

「
れ
」
を
付
け
ま
し
た
。
送
り
音
韻
と
は
〈
活
用
や
合
成
に
お
い
て
音
韻
を
は
さ
み
前
部
か
ら
後
部
へ

送
る
た
め
の
音
韻
〉
で
す
。
〈
無
語
〉
の
説
明
の
と
こ
ろ
に
て
す
で
に
指
摘
し
て
ゐ
ま
す
が
、
命
令
形
の

「
活
用
語
尾
」
に
属
す
る
と
さ
れ
て
き
た
「
よ
」
は
正
し
く
は
静
辞
「
よ
」
で
あ
り
、
動
詞
に
属
し
ま

せ
ん
。
さ
ら
に
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
動
詞
は
、
「
語
幹
」
と
「
語
尾
」
に
分
け
る
よ
り
、
非
活
用
部

(

無

い
こ
と
も
あ
る)

と
交
段
部(

交
段
が
消
え
た
も
の
も
あ
る)

と
送
り
部(

無
い
こ
と
も
あ
る)

に
分
け
る

べ
き
で
せ
う
。
活
用
型
の
番
号
は
以
下
の
説
明
に
あ
は
せ
て
付
し
ま
し
た
。

上
代
の
音
段
の
あ
り
方
か
ら
、
動
詞
の
活
用
形
と
活
用
型
の
生
成
に
つ
い
て
予
想
し
た
、
松
本
克
己

氏
の
著(

文
献

参
照)

に
学
び
、
そ
の
結
論
の
み
を
わ
た
く
し
な
り
に
整
理
し
ま
す
。
交
段
部
は
音
段

15

の
み
に
て
示
し
ま
す
。

①
「
あ(

未
然)

」「
い(

小
止
・
原)

」「
う(

連
続)

」
が
生
成
。「
あ(

未
然)

」
に
強
調
関
係
詞
「
い
」

の
合
成
し
た
「
あ
い
」
の
短
縮
と
し
て
「
え

(

已
然)

」
が
生
成
。
命
令
形
は
は
じ
め
未
然
形
を
流
用
し

「
あ
」
だ
つ
た
。
が
、「
い(

小
止)

」
に
「
あ
」
の
合
成
し
た
「
い
あ
」
の
短
縮
と
し
て
新
し
く
「
え(

命

令)

」
が
生
成
。
合
成
し
た
「
あ
」
は
失
は
れ
た
動
詞
「
い(

在)

」(

あ
・
い
・
い
・
う
・
え
・
あ)
の
旧
い

命
令
形
で
あ
る
。
か
う
し
て
、
ら
変
型
が
生
成
。

②
①
の
原
形
が
「
う
」
に
な
り
、
四
段
が
生
成
。

③
②
の
連
続
形
に
「
る
」
を
送
り
「
う
る

(

連
続)

」
が
生
成
。
「
う
」
に
「
れ
」
を
送
り
「
う
れ(

已

然)

」
が
生
成
。
か
う
し
て
、
な
変
型
が
生
成
。

④
①
の
交
段
部
を
す
べ
て
「
い
」
と
し
、
原
形
・
連
続
形
に
「
る
」
を
送
り
「
い
る

(

原
・
連
続)

」

が
生
成
、
已
然
形
に
「
れ
」
を
送
り
「
い
れ(

已
然)

」
が
生
成
。
か
う
し
て
、
上
一
段
が
生
成
。

⑤
②
の
「
あ

(

未
然)

」
に
状
態
移
行
関
係
詞(

あ
る
状
態
へ
の
移
行
を
表
す
関
係
詞)

「
い
」
の
合
成

し
た
「
あ
い
」
の
短
縮
と
し
て
、「
え(

小
止
・
原)

」
が
生
成
。
こ
れ
を
流
用
し
「
え(

未
然)

」「
え(

命

令)

」
が
生
成
。
③
と
同
様
「
う
る

(

連
続)

」
「
う
れ

(

已
然)

」
が
生
成
。
原
形
が
「
う
」
に
な
り
、
下

二
段
が
生
成
。
こ
れ
の
「
え

(

小
止)

」
は
②
の
「
あ

(

未
然)

」
を
も
と
と
し
て
を
り
、
原
形
が
同
じ
で

四
段
も
下
二
段
も
あ
る
動
詞
の
多
い
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

⑥
以
上
と
は
別
系
統
と
し
て
、
「
お

(

未
然)

」
「
い

(

小
止
・
原)

」
「
う

(

連
続)

」
が
生
成
。
命
令
形
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は
未
然
形
を
流
用
し
「
お
」
。
③
と
同
様
「
う
る

(

連
続)

」
「
う
れ

(

已
然)

」
が
生
成
。
原
形
が
「
う
」

に
な
り
、
か
変
型
が
生
成
。

⑦
さ
変
は
旧
く
は
か
変
型
で
あ
つ
た
が
、「
お(

未
然)

」「
お(

命
令)

」
が
「
え(

未
然)

」「
え(

命
令)

」

に
転
化
し
た
。

⑧
⑥
の
「
お(
未
然)

」
に
状
態
移
行
関
係
詞
「
い
」
の
合
成
し
た
「
お
い
」
の
短
縮
と
し
て
、「
い(

小

止
・
原)

」
が
生
成
。
こ
れ
を
流
用
し
「
い

(

未
然)

」
「
い

(

命
令)

」
が
生
成
。
③
と
同
様
「
う
る

(

連

続)

」
「
う
れ(

已
然)

」
が
生
成
。
原
形
が
「
う
」
に
な
り
、
上
二
段
が
生
成
。

⑨
ほ
と
ん
ど
平
安
時
代
以
後
の
生
成
だ
が
、
⑤
の
原
形
に
「
る
」
を
送
り
「
う
る

(

原)

」
が
生
成
。

原
形
・
連
続
形
・
已
然
形
の
交
段
部
「
う
」
を
す
べ
て
「
え
」
と
し
、
下
一
段
が
生
成
。

活
用
形
と
活
用
型
の
生
成
史
は
、
①
「
あ

(

未
然)

」
と
⑥
「
お

(

未
然)

」
を
起
点
と
し
て
ゐ
ま
す
。

合
成
の
生
成
史
も
同
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
先
述
し
た
合
成
表
示
の
導
入
の
と
こ
ろ
に
て
、
交
段
合
成
の

例
と
し
て
挙
げ
た
「
ド

お
と
る(

劣)

＝
ド

お
つ(
落)

＊(

ド)

る
」。
な
ぜ
「
お
」
段
に
交
段
す
る
か
。
⑧
に

お

あ
た
る
上
二
段
「
お
つ

(

落)

」
の
小
止
形
「
お
つ
」
は
⑥
に
あ
た
る
か
変
型
の
未
然
形
「
お
つ
」
を
も

ち

と

と
と
し
て
を
り
、
そ
れ
へ
も
ど
つ
て
動
詞
部
「
る
」
を
合
成
す
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
を

優
先
し
て
合
成
表
示
す
る
と
、
生
成
史
に
つ
い
て
認
識
の
な
い
人
に
は
わ
か
り
に
く
い
か
ら
、
前
部
に

原
形
を
示
す
表
示
と
い
た
し
ま
す
。

な
ほ
、
送
り
部
の
「
る
」
「
れ
」
は
、
体
詞
「
わ
れ(

我)

ら
」
の
「
れ
」
や
「
ら
」
と
同
源
の
失
は

れ
た
四
段
動
詞
「
る
」
か
ら
原
形
・
連
続
形
・
已
然
形
の
流
用
で
あ
り
ま
せ
う
。

古
代
か
ら
現
代
へ
動
詞
活
用
は
か
う
変
化
し
ま
し
た
。

ら
変
・
な
変
が
四
段
化
し
た
。
下
二
段
と
上
二
段
が
消
え
た
。
消
え
た
過
程
は
さ
て
お
き
、
結
果
と

し
て
ほ
と
ん
ど
、
下
二
段
動
詞
に
下
一
段
動
詞
「
え
る

(

得)

」
が
浸
透
合
成
し
た
、
上
二
段
動
詞
に
上

一
段
動
詞
「
ゐ
る

(

居)

」
が
浸
透
合
成
し
た
、
と
い
ふ
形
式
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
例
「
な
が
れ
る

(

流)

＝
な
が
る(

流)

＊
え
る
」
「
お
ち
る(

落)

＝
お
つ(

落)

＊
ゐ
る
」
。
狭
活
用
の
命
令
形
に
て
「
ろ
」
を
送

←

←

る
形
式
も
加
つ
た
。
狭
活
用
の
未
然
形
に
「
ど

┃
＋
ど

う

」
を
接
続
す
る
た
め
「
よ
」
を
送
る
形
式

断
定

意
図
か
予
想

と
な
つ
た
。(

「
よ
」
は
送
り
音
韻
と
し
て
動
詞
に
属
し
動
辞
に
属
さ
な
い
と
い
ふ
見
解)

か
変
は
原
形
に
「
る
」

を
送
り
命
令
形
に
「
こ
」
の
強
声
「
こ
い
」
も
加
つ
た
。
さ
変
は
原
形
に
「
る
」
を
送
る
形
式
も
加
つ

た
ほ
か
、
未
然
形
に
「
あ
・
い
」
段
も
、
命
令
形
に
「
い
」
段
も
加
る
な
ど
、
多
様
化
し
て
ゐ
ま
す
。

漢
語
に
接
続
す
る
た
め
四
段
活
用
に
接
近
す
る
こ
と
ま
で
あ
り
ま
す
。
例
「
ド

愛
＋
ド

す
」。

ア
イ

古
代
動
詞
の
善
さ
も
未
来
へ
ど
う
活
し
て
い
き
ま
せ
う
か
。

静
詞

静
詞
に
は
活
用
静
詞
と
無
活
用
静
詞
と
が
あ
り
ま
す
。
内
容
言
語
学
の
静
詞
と
い
ふ
概
念(

〈
静
的
属

性
を
反
映
す
る
語
〉
と
い
ふ
概
念)

は
、
従
来
の
「
形
容
詞
」
と
い
ふ
概
念
と
異
り
ま
す
。

無
活
用
静
詞
の
例
は
、
「
し
づ
か(

静
・
閑)

」
「
け
な
げ(

健
・
勇)

」「
ほ
の
ぼ
の
」
な
ど
で
す
。

活
用
静
詞
に
お
け
る
活
用
は
、
実
は
、
音
行
と
音
段
が
特
定
さ
れ
た
一
種
類
の
み
で
す
。

小
止

原

連
続

く

し

き
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さ
行
か
行
に
わ
た
る
交
段
で
す
。
活
用
静
詞
の
活
用
部
を
語
尾
、
非
活
用
部
を
語
幹
と
呼
び
ま
す
。

活
用
静
詞
の
語
幹
も
そ
れ
の
み
に
お
い
て
内
容
が
自
立
し
た
静
詞
と
し
て
扱
へ
ま
す
。

た
と
へ
ば
、「
を
し(

愛
・
惜)

」「
う
つ
く
し(

美)

」
な
ど
い
は
ゆ
る
「
し
く
」
活
用
は
、「
を
し
」「
う

つ
く
し
」
な
ど
の
み
に
て
す
で
に
自
立
し
た
語
幹
で
あ
り
、
語
尾
は
「
く(

小
止)

」「
き(

連
続)

」
の
み
、

原
形
は
語
尾
が
必
要
な
い
、
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

静
詞
活
用
の
生
成
史
に
お
い
て
、
ま
づ
無
活
用
静
詞
に
静
詞
部
「
し
」
が
あ
り
、
の
ち
に
抽
象
静
詞

「
か(

香)

」
が
「
き
」「
く
」
と
活
用
し
て
語
尾
と
な
り
、
語
尾
原
形
に
は
静
詞
部
「
し
」
を
流
用
し
た
、

と
い
ふ
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
静
詞
内
容
に
未
然
も
已
然
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
上
代
に
「
遠
か
ば
」「
遠

か
ど
も
」
と
い
ふ
表
現
が
あ
り
、
活
用
生
成
に
お
け
る
「
か

(

香)

」
と
い
ふ
も
の
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、「
悲
し
け
む
」「
悲
し
け
ど
」
と
い
ふ
表
現
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
悲
し
き
む
」「
悲
し
き
ど
」

か
ら
の
流
声
で
あ
り
、
語
尾
「
き
」
が
生
成
し
て
か
ら
の
表
現
で
せ
う
。

活
用
静
詞
語
幹
と
無
活
用
静
詞
へ
は
、
次
の
詞
ま
た
は
詞
部
な
ど
が
合
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

静
詞
「
け

(

気)

」
ま
た
は
強
声
の
「
げ

(

気)
」
。
こ
れ
は
抽
象
静
詞
「
か

(

香)

」
か
ら
派
生
し
、
体

詞
「
け

(

毛)

」
の
内
容
と
も
関
連
し
た
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
抽
象
静
詞
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。
呉
音
漢
語

「
気
」
と
は
偶
然
の
類
似
で
せ
う
。
た
だ
し
、「
け
・
げ
」
に
ふ
さ
は
し
い
漢
字
も
や
は
り
「
気
」
で
す
。

ケ次
は
ま
さ
に
漢
語
で
す
が
静
詞
「
相
」
。

サ
ウ

さ
ら
に
、
量
を
表
す
関
係
詞
部
「
さ
」
。
傾
向
を
表
す
関
係
詞
部
「
め
」
。
実
質
を
表
す
体
詞
部
「
み
」
。

動
詞
「
す
ぐ(

過)

上
二

」
。

従
来
た
と
へ
ば
、
高
「
か
ら
」
・
高
「
か
り
」
・
高
「
か
る
」
・
高
「
け
れ
」
・
高
「
か
れ
」
も
「
形
容

詞
」
の
活
用
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
実
は
こ
れ
は
、
静
詞
「
た
か
し

(

高)

」
の
小
止
形
「
た
か
く
」
と
動

辞
「
あ
り
」
の
接
続
「
た
か
く
あ
り
」
の
活
用
の
短
縮
で
す
。
静
詞
で
な
く
動
辞
「
あ
り
」
の
活
用
な

の
で
す
。
た
だ
し
、
已
然
形
の
み
は
小
止
形
「
た
か
く
」
で
な
く
連
続
形
「
た
か
き
」
と
接
続
し
高
「
け

れ
」
で
す
。
「
多
し
」
に
お
い
て
、
「
多
け
れ
ど
」(

多
き
あ
れ
ど)

の
「
あ
れ
」
は
動
辞
「
あ
り
」
、
「
多

か
れ
ど
」(

多
く
あ
れ
ど)

の
「
あ
れ
」
は
動
辞
で
な
く
動
詞
「
あ
り(

有)

」
で
す
。(

動
辞
へ
は
連
続
形

・
動
詞
へ
は
小
止
形)

こ
の
区
別
が
他
の
静
詞
に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
た
の
で
せ
う
。

活
用
静
詞
の
活
用
が
現
代
へ
は
、
連
続
形
「
高
き
」
「
美
し
き
」
な
ど
が
「
高
い
」
「
美
し
い
」
な
ど

と
「
い
」
音
便
し
、
そ
れ
ら
が
原
形
に
も
流
用
さ
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
や
ま
と
こ
と
ば
の
音
韻

と
し
て
ど
こ
か
格
調
低
く
な
つ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

動
辞
な
ど

古
代
動
辞
に
つ
い
て
整
理
し
ま
す
。

従
来
、
古
代
「
助
動
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
ま
づ
、
や
ま
と
こ
と
ば
ら
し
い
動
辞
「
む
」

で
す
。
体
詞
「
め

(

目)

」
と
同
源
の
失
は
れ
た
四
段
動
詞
「
む
」
か
ら
転
化
し
た
動
辞
の
や
う
で
す
。

ま

内
容
は
、
〈
状
況
に
対
応
し
か
う
想
定
す
る
〉
と
い
ふ
念
の
表
明
で
せ
う
。
想
定
動
辞
「
む
」
で
す
。
や

ま
と
こ
と
ば
の
言
霊
思
想
は
、〈
念
を
表
す
「
こ
と(

言)

」(

呼
吸
と
音
声
と
音
声
言
語)

が
「
こ
と(

事)

」

こ
と
だ
ま

に
加
勢
す
る
〉
と
い
ふ
も
の
で
せ
う
。
そ
の
中
心
に
あ
つ
た
古
代
動
辞
「
む
」
で
す
。(

文
献

参
照)

14

次
に
、
動
辞
「
け
む
」
で
す
。
内
容
か
ら
予
想
す
る
と
、
「
ど

け
む
←
き
む
＝
ド

く(

来)

＊
ど

む
」
で
は

流
声

き
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な
い
で
せ
う
か
。
〈
こ
と
が
ら
が
自
分
の
認
識
に
来
て
あ
る
か
ら
さ
う
想
定
す
る
〉
と
い
ふ
内
容
。
着
実

想
定
動
辞
「
け
む
」
で
す
。

次
は
、
動
辞
「
ら
む
」
で
す
。
「
動
詞
活
用
」
の
節
に
て
送
り
部
に
関
し
て
言
及
し
ま
し
た
が
、
失
は

れ
た
四
段
動
詞
「
る
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
動
辞
化
し
た
未
然
形
に
、
動
辞
「
む
」
が
合
成

し
た
の
で
せ
う
か
。
「
ど

ら
む
＝
ド
▽
ど

る
＊
ど

む
」
。
内
容
は
、
〈
確
信
は
で
き
な
い
が
さ
う
想
定
す
る
〉
。

ら

不
確
実
想
定
動
辞
「
ら
む
」
で
す
。

以
上
の
説
明
に
お
い
て
、
従
来
の
や
う
な
「
未
来
」
「
過
去
」
「
現
在
」
と
い
ふ
語
を
用
ゐ
ま
せ
ん
で

し
た
。
た
と
へ
ば
「
英
文
法
」
の
「
時
制
」
の
概
念
や
仏
教
の
時
間
概
念
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、
実
は
、

や
ま
と
こ
と
ば
の
動
辞
「
む
」
「
け
む
」「
ら
む
」
の
素
朴
な
内
容
が
あ
つ
た
や
う
で
す
。

「
セ
語
幹

た
か(

高)

▽
カ

と
こ

(

常)
」
。
関
係
詞
「
と
こ(

常)

」
か
ら
派
生
し
た
上
二
段
動
詞
「
と
く
」

転
化

が
あ
り
、
そ
の
小
止
形
と
し
て
「
と
き

(
時)
」
が
あ
つ
た
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
動
詞
の
内
容
は
、
時
期

・
時
刻
や
時
間
の
長
さ
で
な
く
、「
時
機
を
得
る
」
で
せ
う
。「
英
文
法
」
や
仏
教
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
、

や
ま
と
こ
と
ば
の
時
間
観
は
あ
つ
た
や
う
で
す
。

動
辞
「
じ
」
は
「
む
」
の
否
定
、
想
定
否
定
動
辞
「
じ
」
。〈
状
況
に
対
応
し
か
う
は
想
定
し
な
い
〉
。(

こ

れ
は
無
活
用
時
代
の
静
詞
部
「
し
」
か
ら
音
韻
も
概
念
も
反
転
し
た
動
辞
で
せ
う
か
。)

動
辞
「
ま
し
」
。
「
ど

ま
し
＝
ど

む
＊(

セ)

し
」。
動
辞
「
む
」
の
未
然
形
「
む
」
に
静
詞
部
「
し
」
が
合
成

ま

ま

し
、
全
体
が
動
辞
と
な
つ
た
の
で
せ
う
か
。
動
辞
「
ま
し
」
の
活
用
型
は
、
静
詞
活
用
生
成
の
過
渡
期

の
活
用
型
の
残
存
と
、
考
へ
ら
れ
ま
す
。(

「
ま
せ
ば
」
は
「
ま
し
ば
」
の
流
声
。)

内
容
は
、
〈
状
況
に
対
応

し
か
う
想
定
す
る
〉
の
未
然(

そ
れ
を
ま
だ
了
へ
て
ゐ
な
い
状
態)

を
表
明
す
る
。
す
な
は
ち
、
〈
現
実

に
か
う
は
想
定
で
き
な
い
〉
と
い
ふ
表
明
で
せ
う
。
想
定
不
能
動
辞
「
ま
し
」。

動
辞
「
べ
し
」
。「
ど

べ
し
←
め
し
＝
ど

む
＊
セ
語
尾

し
」
。
動
辞
「
む
」
の
已
然
形
「
む
」
に
静
詞
語
尾
「
し
」

強
声

め

め

が
合
成
し
、
全
体
が
動
辞
と
な
り
、
そ
の
強
声
と
し
て
「
べ
し
」
が
生
成
し
た
の
で
せ
う
か
。
内
容
は
、

〈
状
況
に
対
応
し
か
う
想
定
す
る
〉
の
已
然(

そ
れ
は
す
で
に
了
へ
て
ゐ
る
状
態)

を
表
明
す
る
。
す
な

は
ち
、〈
そ
れ
が
必
然
と
想
定
す
る
〉
と
い
ふ
表
明
で
せ
う
。
必
然
想
定
動
辞
「
べ
し
」
。

動
辞
「
ま
じ
」
。
「
ど

ま
じ
←
ど

ま
し
じ
＝
ど

ま
し
＊
ど

じ
」
。
動
辞
「
ま
し
」
に
動
辞
「
じ
」
が
合
成
、

短
縮

短
縮
形
「
ま
じ
」
も
生
成
し
、
ま
た
静
詞
型
語
尾
「
く
」
「
き
」
が
合
成
さ
れ
た
。
内
容
は
、
〈
現
実
に

か
う
は
想
定
で
き
な
い
〉
と
〈
状
況
に
対
応
し
か
う
は
想
定
し
な
い
〉
を
重
ね
る
。
想
定
不
能
否
定
動

辞
「
ま
じ
」
。

さ
て
、
従
来
、
「
接
尾
語
」
と
さ
れ
て
き
た
「
く
」
「
ら
く
」
の
正
体
は
、
体
詞
「
あ
く
」
一
語
で
あ

り
、
こ
れ
は
遠
近
関
係
詞
「
あ
」
と
抽
象
体
詞
「
く
」
の
合
成
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
さ
う
考
へ
ま
す
。

動
詞
・
静
詞
・
動
辞
の
連
続
形
に
体
詞
「
あ
く
」
が
接
続(

合
成
で
な
い)

し
、
そ
れ
の
短
縮
で
あ
る
と
、

説
明
で
き
ま
す
。

句

お
そ
ら(

恐)

く
←
お
そ
る
る
あ
く
＝
ド

お
そ
る
＋
タ

あ
く

句

さ
む
け(

寒)

く
←
さ
む
き
あ
く

短
縮

る
る

短
縮

＝
セ

さ
む
し
＋
タ

あ
く

句

な
く
←
ぬ
あ
く
＝
ど

ず
＋
タ

あ
く

た
だ
し
、
句

し
く
＝
ど

き
＋
タ

く

き

短
縮

ぬ

し

こ
の
「
あ
く
」
が
動
詞
「
あ
く
が
る

(

憧)

下
二

」
に
含
ま
れ
る
の
で
な
い
か
と
も
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

ち
ら
は
、ド

あ
く
が
る
←
あ
く
か
る
＝
遠
近
カ

あ
＊
ド

く

(

来)

＊
ド

か
る

(

離)

＝
「
あ
」
が
「
く

(

来)

」
べ
く

強
声
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こ
こ
ろ
が
「
か
る(

離)

」

と
予
想
さ
れ
ま
す
。

抽
象
体
詞
「
く
」
・
体
詞
「
く
ち(

口)

」
・
体
詞
「
こ
と(

言
・
事)

」
、
こ
れ
ら
は
派
生
関
係
に
あ
る
で

せ
う
か
。
動
辞
「
む
」
に
関
し
、
言
霊
思
想
に
言
及
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
や
ま
と
こ
と
ば
ら
し
い
長
所

が
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
直
接
に
短
所
と
な
る
面
も
反
省
す
べ
き
で
せ
う
。
す
な
は
ち
、
日
本
民
族

も
西
欧
民
族
の
実
証
精
神
に
負
け
ぬ
や
う
、
「
こ
と(

言)

」
と
「
こ
と(

事)

」
の
区
別
を
も
し
て
い
く
べ

し
。「

ま
ほ
し
」
。
こ
れ
は
動
辞
「
む
」
を
含
む
が
、
全
体
は
静
詞
で
す
。
「
セ

ま
ほ
し
←
む
あ
く
ほ
し
＝
ど

短
縮

む×

タ

あ
く×

セ

ほ
し
」。

欲
求
動
辞
「
た
し
」
。
静
詞
型
活
用
。
た
と
へ
ば
「
セ

ね
ぶ
た
し(

眠)

←
ね
ぶ
り
い
た
し
＝
ド

ね
ぶ
る(

眠)

短
縮

り

＊
セ

い
た
し(

甚)

」
な
ど
の
「
た
し
」
が
動
辞
に
転
化
。

推
定
動
辞
「
ら
し
」
。
活
用
型
は
、
静
詞
活
用
生
成
の
過
渡
期
の
残
存
。
「
ら
し
」
の
「
ら
」
は
、
「
ら

む
」
の
「
ら
」
と
同
様
、
失
は
れ
た
四
段
動
詞
「
る
」
が
動
辞
化
し
た
未
然
形
、
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
内
容
は
、
不
確
実
想
定
動
辞
「
ら
む
」
に
対
し
、
よ
り
確
実
な
、
推
定
動
辞
「
ら
し
」
で
す
。

追
想
動
辞
「
き
」
。
活
用
型
は
、
静
詞
活
用
生
成
の
過
渡
期
の
残
存
。(

「
せ
ば
」
は
「
し
ば
」
の
流
声
。)

内
容
は
、
過
去
の
追
想
ま
た
は
予
想
と
し
て
記
憶
の
状
態
を
表
明
す
る
。
な
ほ
、
「
句

け
ら
し
←
き
ら
し

流
声

＝
ど

き
＋
ど

ら
し
」
。

断
定
動
辞
「
あ
り
」
。
ら
変
動
詞
「
あ
り
」
が
動
辞
化
。
「
ど

け
り
←
き
あ
り
＝
ド

く(

来)

＊
ど

あ
り
」
。

短
縮

き

「
ど

な
り
＝
せ

に
＊
ど

あ
り
」
。
「
ど

た
り
＝
せ

と
＊
ど

あ
り
」
。「
ど

た
り
＝
せ

て
＊
ど

あ
り
」
。
動
辞
「
り
」
と
い

←

←

←

ふ
も
の
は
存
在
せ
ず
、
動
詞
小
止
形(

交
段
部
が
「
い
」
段
の
も
の)

と
動
辞
「
あ
り
」
の
接
続
に
お
け

る
短
縮
が
存
在
す
る
。
例
「
句

あ
へ
り
←
あ
ひ
あ
り
＝
ド

あ
ふ
＋
ど

あ
り
」
。
以
下
は
、
動
辞
「
あ
り
」
で

短
縮

ひ

な
く
、
動
詞
「
あ
り
」
と
合
成
。
「
ド

な
り
←
な
あ
り
＝
タ

ね

(

音)

＊
ド

あ
り
」
。
「
ド

め
り
←
み
あ
り
＝
ド

短
縮

な

短
縮

み
る

(

見)

＊
ド

あ
り
」
。
こ
れ
ら
は
、
合
成
や
接
続
の
過
程
に
立
ち
帰
れ
ば
、
内
容
を
理
解
で
き
ま
す
。

～

一
点
、
動
辞
「
け
り
」
は
動
辞
「
け
む
」
と
同
じ
く
、
動
詞
小
止
形
「
く(

来)

」
を
含
む
。
「
け
り
」
は

き

〈
こ
と
が
ら
が
自
分
の
認
識
に
来
た
〉
と
い
ふ
内
容
で
せ
う
。
着
認
断
定
動
辞
「
け
り
」
。
記
憶
の
状
態

を
表
明
す
る
、
追
想
動
辞
「
き
」
と
は
、
内
容
に
お
い
て
区
別
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
「
武
蔵
な
る
男
、
京

な
る
女
」
の
「
な
る
」
は
動
辞
「
な
り
」
で
な
く
、
「
せ

に
＋
ド

あ
り
」
、
動
詞
「
あ
り
」
の
接
続
の
短
縮

る

で
す
。

客
体
的
確
認
動
辞
「
ぬ
」
。
体
詞
「
ね(

音)

」
と
同
源
の
失
は
れ
た
な
変
動
詞
「
ぬ
」
か
ら
転
化
し
た

な

動
辞
で
せ
う
か
。
内
容
は
、
〈
前
の
語
や
句
の
客
体
的
な
内
容
を
確
認
し
た
〉
と
い
ふ
確
認
か
ら
の
回
帰

を
表
す
。

主
体
的
確
認
動
辞
「
つ
」
。
体
詞
「
て(

手)

」
と
同
源
の
失
は
れ
た
下
二
段
動
詞
「
つ
」
か
ら
転
化
し

た

た
動
辞
で
せ
う
か
。
内
容
は
、
〈
前
の
語
や
句
の
主
体
的
な
内
容
を
確
認
し
た
〉
と
い
ふ
確
認
か
ら
の
回

帰
を
表
す
。

否
定
動
辞
「
ず
」
。
上
代
の
人
間
関
係
詞
「
な(

己
・
汝)

」
と
同
源
の
失
は
れ
た
・
ら
変
型
動
詞
「
に
」

か
ら
転
化
し
た
動
辞
に
、
動
詞
「
す(

為)

」
原
形
か
ら
音
韻
も
概
念
も
反
転
し
た
無
活
用
動
辞
「
ず
」
、

ふ
た
つ
が
混
合
し
た
動
辞
で
せ
う
か
。
な
ほ
、
「
ざ
り
」
な
ど
は
、
「
ど

ず
＋
ど

あ
り
」
と
い
ふ
接
続
の
短



www.jomaca.join-us.jpより やまとことばの世界観と音韻の論理 12／ 28

縮
、
活
用
は
動
辞
「
あ
り
」
の
活
用
で
す
。

否
定
動
辞
「
な
し
」
。
静
詞
「
な
し
」
が
動
辞
化
。
例
「
べ
く
も
な
し
」
。

「
ご
と
し
」
は
静
詞
。
「
反
復
・
継
続
」
の
「
ふ
」
や
「
尊
敬
」
の
「
す
」(

四
段)

は
動
詞
部
で
す
。

「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
「
る
」
「
ら
る
」
「
し
む
」
「
す
」
「
さ
す
」
も
動
辞
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
の
ち
の
節
に
て

論
じ
ま
す
。

場
合
動
辞
「
ば
」
。
静
辞
「
は
」
か
ら
音
韻
も
内
容
も
転
化
し
た
の
で
せ
う
か
。
動
詞
・
動
辞
の
未
然

形
か
已
然
形
に
接
続
す
る
。
無
活
用
の
動
辞
で
す
。

さ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
過
程
に
て
、
無
活
用
の
断
定
動
辞
「
に
」
「
で
」
「
な
」
「
だ
」
が
古
代
に
成
立
し

て
ゐ
た
。
さ
う
わ
た
く
し
は
考
へ
ま
す
。
現
代
へ
の
兆
し
で
せ
う
。

ど

に
△
せ

に

例
「
い
か
に
」
「
様
に
」
「
青
葉
に
な
り
行
く
」
「
百
代
の
過
客
に
し
て
」

ど

で
△

転
化

ヤ
ウ

ク
ワ
カ
ク

転
化

句

に
て
＝
せ

に
＋
せ

て

例
「
い
か
で
」
句

な
が
ら

←

な
る
か
ら
＝
ど

な
り
＋
せ

か
ら

ど

だ

←

短
縮
・
強
声

る

短
縮
・
強
声

ど

な
り

例
「
い
ま
だ
」
「
だ
に
」

る

次
に
、
動
詞
・
動
辞
の
未
然
形
に
接
続
す
る
「
で
」
は
、
動
辞
句
の
短
縮
で
す
。
例
「
句

あ
は

(

逢)

で
←
あ
は
に
て
＝
ド

あ
ふ
＋
ど

┃
＋
ど

ず
＋
ど

つ
」

短
縮

は

断
定

に

て

制
止
動
辞
「
な
」(

無
活
用)

に
つ
い
て
考
へ
ま
す
。

例
「
春
な
忘
れ
そ
」
。「
春
」
に
「
な
」
が
接
続
す
る
あ
た
り
、
お
そ
ら
く
人
間
関
係
詞
「
な(

己
・
汝)

」

と
同
源
の
発
出
と
い
ふ
内
容
の
静
辞
「
な
」
、
こ
れ
か
ら
転
化
し
た
制
止
動
辞
で
せ
う
か
。
下
部
は
動
詞

の
小
止
形
に
抽
象
動
詞
「
す(

為)

」
の
旧
い
命
令
形
「
す
」
が
接
続
し
ま
す
。
「
吹
き
な
散
し
そ
」
と
い

そ

ふ
柔
軟
な
例
も
あ
り
ま
す
。「
そ
」
を
略
し
た
「
雲
な
た
な
び
き
」
と
い
ふ
例
。
時
代
が
経
、
逆
に
「
な
」

を
略
し
て
も
制
止
を
表
す
逸
脱
例
「
隠
し
そ
」
ま
で
あ
り
ま
す
。

よ
り
明
確
な
制
止
の
表
現
が
あ
り
ま
す
。
例
「
忘
れ
た
ま
ふ
な
」
「
落
つ
な
」
。
た
だ
し
、
「
な
」
の
前

に
動
辞
の
〈
無
語
〉「
ど

━
」
ま
た
は
「
ど

┃
」
が
あ
り
ま
す
。

意
志

断
定

感
動
の
「
あ
な
」
な
ど
も
動
辞
で
す
が
、
説
明
を
略
し
ま
す
。

古
代
か
ら
現
代
へ
や
ま
と
こ
と
ば
の
動
辞
は
大
き
く
変
化
し
て
ゐ
ま
す
。
武
士
や
関
東
の
政
権
、
町

民
文
化
、
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
、
高
度
経
済
成
長
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
や
ま
と
こ
と
ば
人
の
体
内
の

び
と

動
的
存
在
も
変
化
し
た
の
で
せ
う
か
。

消
え
た
古
代
動
辞(

「
生
き
て
ゐ
る
化
石
」
の
例
は
さ
て
お
く)

。「
け
む
」「
ら
む
」「
じ
」「
ま
し
」「
き
」

「
け
り
」
「
た
り(

と
あ
り)

」
「
ぬ
」。

変
化
し
た
動
辞
。
想
定
動
辞
「
む
」
は
無
活
用
の
意
図
動
辞
「
う
」
と
予
想
動
辞
「
う
」
に
転
化
し

分
化
し
た
。「
ま
じ
」
は
連
続
形
「
ま
じ
き
」
か
ら
の
流
声
・
短
縮
「
ま
い
」
の
無
活
用
と
な
つ
た
。「
た

し
」
「
ら
し
」
「
な
し
」
は
静
詞
と
同
様
「
た
い
」
「
ら
し
い
」
「
な
い
」
と
な
つ
た
。
「
あ
り
」
は
動
詞
と

同
様
「
あ
る
」
。
「
ず
」
は
原
形
が
「
ぬ
」
と
な
つ
た
。
場
合
動
辞
「
ば
」
は
未
然
形
へ
は
接
続
し
な
く

な
つ
た
。
制
止
動
辞
「
な
」
は
「
な
～
そ
」
系
の
用
ゐ
方
が
な
く
な
つ
た
。「
た
り(

て
あ
り)

」
と
「
つ
」
て

の
混
合
が
確
認
動
辞
「
た
」
と
追
想
動
辞
「
た
」
に
転
化
し
分
化
し
た
。「
あ
り
」「
な
り
」「
に
」「
で
」

の
混
合
が
断
定
動
辞
「
だ
」
に
転
化
し
た
。
「
べ
し
」
は
存
続
。

新
生
の
動
辞
。
断
定
敬
動
辞
「
で
す
」(

「
で
ご
ざ
り
ま
す
」
の
短
縮)

。
意
志
ま
た
は
断
定
の
敬
動
辞

「
ま
す
」(

動
詞
「
ま
ゐ
ら
す
」
か
ら
複
雑
に
変
化
し
転
化)

。
伝
聞
動
辞
「
さ
う
」(

漢
語
静
詞
「
相
」

サ
ウ
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か
ら
転
化)

。
例
外
強
調
動
辞
「
し
か
」(

静
詞
「
し
か(

然)

」
か
ら
転
化)

。
仮
定
動
辞
「
ら
」(

「
た
り

(
て
あ
り)

」「
な
り
」
が
「
た
」「
だ
」
に
吸
収
さ
れ
未
然
形
「
た
り
」「
な
り
」
の
「
ら
」
が
自
立)

。「
さ

ら

ら

う
」
「
し
か
」
「
ら
」
は
無
活
用
。

静
辞
な
ど

静
辞
は
、
主
題
と
説
明
と
い
ふ
機
能
よ
り
前
に
、
体
内
の
静
的
存
在
の
反
映
で
あ
る
。
こ
の
内
容
言

語
学
の
立
場
か
ら
、
静
辞
に
つ
い
て
整
理
し
ま
す
。

従
来
、
「
助
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
に
は
、
静
辞
以
外
の
語
や
語
で
な
い
句
も
含
ま
れ
ま
す
か
ら
、

静
辞
の
み
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
そ
れ
ほ
ど
変
化
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。

「
が
」「
の
」(

連
続
形
「
の
」)

「
も
」「
を
」「
に
」「
へ
」「
や
」「
と
」(

強
声
「
ど
」)

「
て
」「
か
ら
」

な

「
ま
で
」
「
は
」
「
わ
」
「
か
」「
ぞ
」
「
ね
」
「
な
」
「
よ
」
。

古
代
に
は
「
い
」(

「
あ
る
い
は
」
に
遺
る)
「
ゆ
」(

「
田
子
の
浦
ゆ
」
な
ど)

「
そ
」(

「
ぞ
」
の
強
声

前)

「
ゑ
」(

「
縦
し
ゑ
や
し
」
な
ど)

「
な
む
」(

←
な
も
＝
せ

な
＊
せ

も)

も
あ
り
ま
し
た
。
現
代
に
は
「
さ
」

よ

強
声

も
あ
り
ま
す
。

以
下
、
必
要
な
時
の
み
古
代
と
現
代
を
区
別
し
ま
す
。

ま
づ
、
静
辞
か
ら
成
る
句
で
す
。

「
と
も
」(

強
声
「
ど
も
」)

「
に
て
」(

短
縮
形
「
で
」)

「
と
て
」
「
を
ば
」(

「
を
は
」
の
強
声)

「
や

は
」
「
か
は
」
「
か
も
」
「
か
な
」
。
古
代
で
す
が
、
「
は
も
」
「
は
や
」
「
も
が
」
「
が
な
」
「
も
が
な
」
「
も

が
も
」「
も
が
も
な
」「
も
が
も
や
」「
も
が
も
よ
」
。「
や
が
て
」
も
静
辞
か
ら
成
る
句
で
せ
う
。(

た
だ
し
、

古
代
は
「
直
ち
に
」
や
「
す
な
は
ち
」
の
意
。)

次
に
、
従
来
「
助
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
静
辞
で
な
い
語
、
ま
た
は
そ
れ
を
含
む
句
で
す
。

抽
象
体
詞
「
の
」

例
、
文

あ
ひ(

会)

た
い
の
＝
ド

あ
ふ
＋
ど

た
い
＋
タ

の
＋
ど

┃

句

の
に
＝
タ

の

ひ

断
定

＋
せ

に

句

の
で
＝
タ

の
＋
ど

だ

抽
象
体
詞
「
も
の
」
と
静
辞
か
ら
成
る
句
＝
も
の
の
・
も
の
を
・

で

も
の
か
ら
・
も
の
か
・
も
の
か
は

句

も
の
ゆ
ゑ
＝
タ

も
の
＋
カ

ゆ
ゑ

句

な
ど

(

等)

←
な
に
と
＝
タ

短
縮

な
に
＋
せ

と

動
詞
小
止
形
「
よ
る
」(

古
代
静
辞
「
ゆ
」
か
ら
派
生)

古
代
句

し
て
＝
ド

す(

為)

＋
ど

┃
＋
ど

つ

り

し

断
定

て

現
代
句

し
て
＝
ド

す
る

(

為)

＋
ど

┃
＋
ど

た

短
縮
句
「
な
」

例
、
「
暖
ま
つ
て
ゆ
き
な
よ
」
の
句

ゆ

し

～

断
定

て

き
な
よ
←
ゆ
き
な
さ
り
ま
せ
よ
＝
ド

ゆ
く
＋
ド

な
す
＊
ド

あ
る
＋
ど

ま
す
＋
せ

よ

短
縮

き

←

り

せ

静
詞
語
尾
独
立
句
＝
け
れ
ど
も

←

き
あ
れ
と
も
＝
セ

し
＋
ど

あ
り
＋
せ

と
＋
せ

も

短
縮
・
強
声

き

れ

断
定
動
辞
「
だ
」
＝
古
代
に
お
け
る
兆
し
は
前
節
に
て
「
に
」
「
で
」
「
な
」
「
だ
」
と
し
て
既
述

句

な
が
ら
←
な
か
ら
＝
ど

だ
＋
せ

か
ら

句

だ
に
＝
ど

だ
＋
せ

に

現
代
例
「
会
は
ず
に
帰
る
」
「
今

強
声

な

で
は
」
「
お
茶
で
も
飲
ま
う
」
「
君
が
行
く
な
ら
僕
も
」
「
こ
れ
は
だ
ね
」
の

は
「
ど

だ
」
の
活
用

句

で
も
＝
ど

だ
＋
せ

も

句

な
ら
＝
ど

だ
＋
ど

ら

動
辞
句
「
で(

に
て)

」
と
制
止
動
辞
「
な
」
と
場

で

な

合
動
辞
「
ば
」
と
例
外
強
調
動
辞
「
し
か
」
も
前
節
に
て
既
述

古
代
句

ば
や
＝
ど

ば
＋
せ

や

確
認

動
辞
小
止
形
「
た
」(

古
代
は
「
つ
」)

現
代
例
「
寝
て
ゐ
る
」「
食
べ
て
も
」「
ま
た
来
て
ね
」「
赤

て

て

く
て
丸
い
」
の

は
「
ど

た
」
、
直
前
に
〈
無
語
〉
「
ど

┃
」
が
あ
る
。
ま
た
、
「
来
て
」
の
直
後
に
は

て

断
定

「
ど

◯
」
が
あ
る
。

句

て
も
＝
ど

た
＋
せ

も

現
代
句
「
た
ら
」

例
、
「
あ
の
子
っ
た
ら
」
は
「
あ

命
令

て
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の
子
と
い
ひ(

言)

た
ら
」
の
短
縮
で
句

い
ひ
た
ら
＝
ド

い
ふ
＋
ど

┃
＋
ど

た
＋
ど

ら

現
代
句
「
や
ら
」

ひ

断
定

確
認

←
や
ら
む
＝
せ

や
＋
古
代
ど

ら
む

古
代
句
「
し
か
」
類
＝
追
想
動
辞
連
続
形
「
き
」
・
静
辞
「
か
」
・

短
縮

し

静
辞
「
な
」
・
客
体
的
確
認
動
辞
小
止
形
「
ぬ
」
・
主
体
的
確
認
動
辞
小
止
形
「
つ
」
の
接
続
＝
し

に

て

か
・
し
か
な
・
に
し
か
・
て
し
か
・
に
し
か
な
・
て
し
か
な(

こ
れ
ら
の
「
か
」
が
「
が
」
に
流
声

し
た
も
の
も
あ
る)

「
助
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
、
関
係
詞
や
そ
れ
を
含
む
句
は
、
次
節
に
て
扱
ひ
ま
す
。

内
容
言
語
学
を
理
解
し
、
体
内
の
動
的
存
在
や
静
的
存
在
を
よ
り
細
か
く
認
識
で
き
る
や
う
に
な
る

と
、
今
ま
で
の
「
文
法
」
の
「
混
乱
」
も
そ
れ
な
り
に
解
け
て
ま
ゐ
り
ま
す
。

静
辞
内
容
は
、
連
続
の
「
が
」
、
所
属
の
「
の
」
、
追
加
の
「
も
」
、
導
出
の
「
を
」
、
接
着
の
「
に
」
、

な

方
向
の
「
へ
」
、
誘
導
の
「
や
」
、
場
の
「
と
」
、
位
置
の
「
て
」
、
起
点
の
「
か
ら
」
、
達
点
の
「
ま
で
」
、

部
類
の
「
は
」
、
限
定
の
「
わ
」
、
設
問
の
「
か
」
、
強
調
の
「
ぞ
」
、
指
摘
の
「
さ
」
、
同
意
の
「
ね
」
、

発
出
の
「
な
」
、
伝
達
の
「
よ
」
で
す
。
古
代
の
「
な
む
」
は
発
出
の
「
な
」
と
追
加
の
「
も
」
の
合
成

の
強
声
で
す
。

さ
て
、
発
出
の
「
な
」
、
発
出
と
追
加
の
「
な
む
」
、
接
着
の
「
に
」
、
同
意
の
「
ね
」
。
表
現
が
素
朴

な
上
代
は
、
お
そ
ら
く
人
間
関
係
詞
「
な(

己
・
汝)

」
か
ら
派
生
し
た
静
辞
「
な
」「
な
む
」「
に
」「
ね
」

が
動
詞
・
動
辞
の
未
然
形
に
接
続
し
、
願
ひ
・
誘
ひ
・
望
み
の
意
と
も
な
り
ま
し
た
。
例
「
行
か
な
」「
手

折
ら
な
」
「
治
め
た
ま
は
な
」
「
待
た
な
む
」
「
鳴
か
に
」
「
名
の
ら
さ
ね
」
。
な
ほ
、
上
代
例
「
待
つ
と
告

げ
こ
そ
」
の
「
こ
そ
」
は
静
辞
で
な
く
抽
象
動
詞
命
令
形
「
ド

く(

来)
＊
ド

す(

為)

」
で
直
後
に
〈
無
語
〉

こ

そ

「
ど

◯
」
が
あ
り
ま
す
。

命
令

古
代
に
は
、
静
辞
や
静
辞
句
「
や
」
「
や
は
」
「
か
」
「
か
は
」
「
な
む
」
「
そ
」
「
ぞ
」
に
対
応
さ
せ
文

末
を
連
続
形
に
す
る
、
関
係
詞
句
「
こ
そ
」(

後
述)

に
対
応
さ
せ
文
末
を
已
然
形
に
す
る
、
さ
う
し
て

余
韻
を
も
た
せ
る
。
と
い
ふ
係
り
結
び
も
あ
り
ま
し
た
。

部
類
と
い
ふ
静
辞
内
容
の
「
は
」
は
、
係
り
結
び
と
い
ふ
文
末
の
活
用
よ
り
、
前
の
語
や
句
や
節
の

内
容
の
、
そ
の
類
の
普
遍
性
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
部
分
の
特
殊
性
に
つ
い
て
、
判
断
し
よ
う
と

す
る
。
そ
の
や
う
に
判
断
を
導
く
用
ゐ
方
が
あ
り
ま
す
。
例
「
梅
は
春
に
咲
く
。
」
は
、
梅
と
い
ふ
類
の

普
遍
性
に
つ
い
て
、
「
梅
は
咲
い
た
か
、
桜
は
ま
だ
か
い
な
。
」
は
、
梅
や
桜
と
い
ふ
部
分
の
特
殊
性
に

つ
い
て
、
判
断
を
導
く
「
は
」
で
す
。
一
方
、
連
続
と
い
ふ
静
辞
内
容
の
「
が
」
は
、
前
の
語
の
概
念

に
あ
と
の
語
の
概
念
を
連
続
さ
せ
る
と
い
ふ
内
容
で
あ
り
、
判
断
を
導
く
機
能
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
「
わ

が
涙
」
「
見
る
が
ご
と
く
」
「
風
が
吹
き
」
「
心
配
し
た
が
問
題
な
か
つ
た
。
」
に
お
い
て
、

の
概
念
に

の
概
念
を
連
続
さ
せ
る
素
朴
な
内
容
で
す
。

い
は
ゆ
る
「
主
語
」
「
述
語
」
は
規
定
の
あ
い
ま
い
な
こ
と
が
多
い
で
す
か
ら
、
主
題
の
表
現
と
説
明

の
表
現(

た
だ
し
、
主
題
と
説
明
と
い
ふ
機
能
の
無
い
文
章
・
文
・
節
も
あ
る
。)

に
着
目
し
て
み
ま
す
。

例
「
花
が
咲
き
ま
す
。
」
「
象
は
鼻
が
長
い
で
す
。
」
「
象
は
鼻
は
長
く
目
は
細
い
で
す
。
」
に
お
い
て
、

が
主
題
の
表
現
、

が
説
明
の
表
現
で
す
。
そ
も
そ
も
異
質
な
「
が
」
も
「
は
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、

主
題
の
表
現
に
も
説
明
の
表
現
に
も
用
ゐ
ら
れ
ま
す
。
や
ま
と
こ
と
ば
の
静
辞
を
「
英
文
法
」
な
ど
に

あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
無
理
が
あ
り
ま
す
。
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関
係
詞
な
ど

関
係
詞
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

ま
づ
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
類
型
関
係
を
探
る
た
め
の
着
目
点
と
さ
れ
る
人
間
関
係
詞
で
す
。(

文
献
16

参
照)や

ま
と
こ
と
ば
の
現
代
に
お
い
て
抽
象
的
な
人
間
関
係
詞
と
言
へ
る
の
は
「
お
」
「
わ
」
「
だ
」
の
み

で
す
。

タ

お
れ(

俺)

＝
カ

お
＊(

タ)

れ

タ

お
の
れ(

己)

＝
カ

お
＊
せ

の
＊(

タ)

れ

タ

わ
れ(

我
・
吾)

＝
カ

わ

＊(

タ)

れ

句

わ
が(

我
・
吾)
＝
カ

わ
＋
せ

が

タ

だ
れ(

誰)

＝
カ

だ
＊(

タ)

れ

や
ま
と
こ
と
ば
に
お
い
て
は
「
敬
語
」
が
あ
る
程
度
人
間
関
係
を
反
映
し
ま
す
か
ら
、
英
語
な
ど
の

や
う
に
は
抽
象
的
な
人
間
関
係
の
語
が
発
達
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
次
に
検
討
す
る
遠
近
関
係
詞
ほ
か
多
様

な
語
に
て
柔
軟
に
人
間
関
係
を
表
現
し
て
ゐ
ま
す
。
具
体
例
は
後
述
し
ま
す
。

現
代
に
お
い
て
遠
近
関
係
詞
は
ま
づ
「
こ
」
「
そ
」
「
あ
」
「
か
」
「
ど
」
で
す
。
こ
れ
ら
に
次
の
合
成

ま
た
は
接
続
が
あ
り
ま
す
。

体
詞
部
「
れ
」
の
合
成
＝
こ
れ
・
そ
れ
・
あ
れ
・
か
れ
・
ど
れ
。
な
ほ
、
「
ど
れ
」
は
「
い
づ
れ
」
か

ら
の
短
縮
・
強
声
で
あ
り
、
現
代
に
お
い
て
も
「
い
づ
れ
」
は
用
ゐ
ら
れ
ま
す
。

静
辞
「
の
」
の
接
続
＝
こ
の
・
そ
の
・
あ
の
・
か
の
・
ど
の
。

静
辞
「
の
」
連
続
形
「
の
」
と
体
詞
部
「
た
」
の
合
成
＝
こ
な
た
・
そ
な
た
・
あ
な
た
・
か
な
た
・

な

ど
な
た
。

方
向
関
係
詞
部
「
ち
」
の
合
成
＝
こ
ち
・
そ
ち
・
あ
ち
・
ど
ち
。
強
声
と
し
て
、
こ
っ
ち
・
そ
っ
ち

・
あ
っ
ち
・
ど
っ
ち
。
さ
ら
に
向
類
体
詞
部
「
ら
」(

そ
の
向
き
の

類

を
表
す
体
詞
部)

の
合
成
＝
こ
ち

カ
ウ
ル
イ

た
ぐ
ひ

ら
・
そ
ち
ら
・
あ
ち
ら
・
ど
ち
ら
。

位
置
関
係
詞
部
「
こ
」
の
合
成
＝
こ
こ
・
そ
こ
・
あ
そ
こ
・
あ
こ
・
ど
こ
。
強
声
と
し
て
、
あ
っ
こ
。

古
代
に
は
「
あ
し
こ
」
「
か
し
こ
」
も
あ
り
ま
し
た
。(

「
し
」
は
強
調
関
係
詞
、
後
述
。)

さ
て
、
遠
近
関
係
詞
「
そ
」
は
遠
近
関
係
詞
「
さ(

然)

」
の
同
行
交
段
で
す
。
ま
た
、
抽
象
静
詞
「
か

し
」(

＝
遠
近
関
係
詞
「
か
」
＊
静
詞
語
尾
「
し
」)

が
あ
り
、
そ
の
小
止
形
「
か
し
」
の
流
声
と
し
て

く

「
か
う
」
が
あ
り
ま
す
。
例
、
か
く
あ
り
た
い
・
か
う
あ
り
た
い
。

「
か
う
」
「
さ
う
」
「
あ
あ
」
「
ど
う
」
。「
か
う
」
は
抽
象
静
詞
小
止
形
の
流
声
、
「
さ
う
」
「
あ
あ
」
「
ど

う
」
は
遠
近
関
係
詞
「
さ
」
「
あ
」
「
ど
」
の
強
声
で
す
。
例
、
か
う
い
ふ
・
さ
う
い
ふ
・
あ
あ
い
ふ
・

ど
う
い
ふ
。

遠
近
関
係
詞
の
し
め
く
く
り
と
し
て
、
よ
く
用
ゐ
ら
れ
る
句
で
す
。

句

こ
ん
な
に
←
こ
の
ヤ
ウ
な
ほ
ど
に
＝
カ

こ
＋
せ

の
＋
セ

様
＋
ど

だ
＋
カ

ほ
ど
＋
せ

に

同
様
、
そ
ん

短
縮

ヤ
ウ

な

な
に
・
あ
ん
な
に
・
ど
ん
な
に

や
ま
と
こ
と
ば
の
現
代
に
お
い
て
不
特
定
詞(

不
特
定
な
客
体
を
表
す
語)

に
は
、
先
述
の
不
特
定
人

間
関
係
詞
「
だ
」
、
不
特
定
遠
近
関
係
詞
「
ど
」
の
ほ
か
、
不
特
定
体
詞
「
な
に
」
、
不
特
定
時
間
関
係

詞
「
い
つ
」
が
あ
り
ま
す
。

強
調
関
係
詞
「
い
」
に
抽
象
静
詞
「
か(

香)

」
が
合
成
し
た
抽
象
静
詞
「
い
か
」
が
あ
り
ま
す
。
例
、

句

い
か
に
＝
セ

い
か
＋
ど

だ
。
に
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不
特
定
の
か
ず
を
表
す
に
は
関
係
詞
「
い
く

(

幾)

」
を
用
ゐ
、
分
野
別
個
・
体
詞
部

(

実
体
の
集
り

に
お
い
て
分
野
別
に
個
の
実
体
を
表
す
体
詞
部)

を
合
成
し
ま
す
。
例
、
い
く
人
・
い
く
本
・
い
く
匹
・

ニ
ン

ホ
ン

ヒ
キ

い
く
つ
・
い
く
個
・
い
く
枚
・
い
く
よ(

夜)

・
い
く
と
し(

年)

。
ま
た
、
先
述
の
向
類
体
詞
部
を
用
ゐ
、

コ

マ
イ

せ

い
く
ら
。
分
野
別
個
・
体
詞
部
に
よ
つ
て
は
、
先
述
の
不
特
定
体
詞
「
な
に
」
の
連
続
形
「
な
に
」
も

ん

用
ゐ
ま
す
。
例
、
な
ん
人
・
な
ん
本
・
な
ん
匹
・
な
ん
個
・
な
ん
枚
・
な
ん
夜
・
な
ん
年
。

ニ
ン

ボ
ン

ビ
キ

コ

マ
イ

ヤ

ネ
ン

と
こ
ろ
で
、
英
語
の
世
界
観
は
、
常
に
か
ぞ
へ
る
実
体
か
か
ぞ
へ
な
い
実
体
か
を
意
識
し
、
か
ぞ
へ

る
実
体
は
個
か
集
り
か
を
意
識
し
て
ゐ
ま
す
。
世
界
の
言
語
史
上
も
っ
と
も
新
し
い
類
型
・
系
統
と
考

へ
ら
れ
る
英
語
の
概
念
は
か
ず
的
で
あ
り
、
逆
に
も
っ
と
も
旧
い
類
型
の
残
存
と
考
へ
ら
れ
る
や
ま
と

こ
と
ば
の
概
念
・
表
象
は
か
ず
的
で
な
く
、
図
形
的
で
せ
う
。
も
の
の
あ
は
れ
・
雪
月
花
・
花
鳥
風
月

な
ど
の
表
象
を
発
達
さ
せ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
図
形
的
な
表
象
が
無
自
覚
に
顕
れ
つ
つ
あ
る
の
が
今
の
漫

画
・
ア
ニ
メ
な
ど
の
流
行
で
せ
う
か
。
さ
ら
に
芸
術
的
な
洗
練
も
望
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
や
ま
と

こ
と
ば
な
い
し
日
本
語
は
、
漫
画
・
ア
ニ
メ
な
ど
と
調
和
し
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
や
う
発
達(

伝
統
と
創

造)

さ
せ
て
い
く
。
一
方
、
ド
イ
ツ
語
や
英
語
や
数
学
や
Ｉ
Ｔ
な
ど
に
調
和
し
対
応
す
る
や
う
発
達(

伝

統
と
創
造)

さ
せ
て
い
く
。
こ
の
二
面
方
針
の
解
決
こ
そ
が
日
本
社
会
の
成
熟
方
針
の
根
幹
で
せ
う
。
ま

た
、
諸
言
語
調
和
な
い
し
諸
民
族
調
和
へ
の
入
門
で
せ
う
。

や
ま
と
こ
と
ば
分
析
に
も
ど
り
ま
す
。
不
特
定
の
理
由
を
表
す
に
は
不
特
定
体
詞
「
な
に
」
を
含
む

句
を
用
ゐ
ま
す
。

古
代
句

な
ど
←
な
に
と
＝
タ

な
に
＋
せ

と

句

な
に
ゆ
ゑ
＝
タ

な
に
＋
カ

ゆ
ゑ

現
代
句

な
ぜ

←

な
に

短
縮

短
縮
・
強
声

ぞ
＝
タ

な
に
＋
せ

ぞ

ま
た
、
「
な
に
ぞ
」
か
ら
の
短
縮
・
転
化
と
し
て
、
タ

な
ぞ(

謎)

さ
て
、
人
間
関
係
の
表
現
で
す
。
現
代
の
例

(

不
特
定
の
表
現
は
除
く)
、
わ
た
く
し
・
僕
・
自
分
・

ボ
ク

ジ

ブ

ン

お
れ
・
わ
た
し
た
ち
・
わ
た
し
ど
も
・
僕
た
ち
・
わ
れ
ら
、
あ
な
た
さ
ま
・
お
宅
さ
ま
・
あ
な
た
・
き

タ
ク

ん

み
・
お
ま
へ
・
貴
さ
ま

(

様)

・
き
み
た
ち
・
お
ま
へ
ら
・
あ
ん
た
ら
、
こ
ち
ら
さ
ま
・
そ
ち
ら
さ
ま
・

キ

ん

ん

あ
ち
ら
さ
ま
・
か
れ
・
か
の
女
・
こ
や
つ
・
そ
や
つ
・
あ
や
つ
・
あ
の
ひ
と(

人)

た
ち
。
日
本
社
会
は

ん

ヂ
ョ

い

い

い

〈
わ
た
し
た
ち
〉
と
〈
よ
そ
の
人
た
ち
〉
と
い
ふ
集
団
の
離
合
集
散
を
常
に
意
識
し
て
き
ま
し
た
。
人

間
関
係
の
表
現
も
時
代
と
と
も
に
多
様
に
変
化
し
て
き
ま
し
た
。

こ
こ
で
、
遠
近
関
係
詞
「
か(

彼)

」
か
ら
派
生
し
た
動
詞
な
ど
で
す
。

ド

か
ぬ(

予
・
兼)

下
二

＝
カ

か(

彼)

＊(

ド)

ぬ

ド

か
な
ふ(

叶
・
適)

四
・
下
二

＝
ド

か
ぬ
＊
ド

あ
ふ

セ

か

←

な
し(

愛
・
哀
・
悲)

＝
ド

か
ぬ
＊(

セ)

し

句

か
な
ら
ず(

必)

＝
ド

か
ぬ
＊
ド

あ
り
＋
ど

┃
＋
ど

ず
小
止

＝

あ

←

ら

断
定

ほ
か
を
と
も
に
す
る
こ
と
な
く

現
代
は
、
ド

か
ね
る(

予
・
兼)

下
一

＝
ド

か
ぬ
＊
ド

え
る(

得)

「
行

←

き
か
ね
る
」
は
「
行
く
こ
と
と
は
ほ
か
を
す
る
」
で
「
行
く
」
こ
と
の
回
避
の
意
、
「
暴
れ
か
ね
な

い
」
は
「
暴
れ
る
こ
と
の
ほ
か
を
し
よ
う
と
し
な
い
」
で
「
暴
れ
る
」
こ
と
へ
の
危
惧
の
意

さ
て
、
従
来
「
助
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
、
関
係
詞
や
そ
れ
を
含
む
句
で
す
。

遠
近
関
係
詞
を
含
む
句
「
こ
そ
」
「
さ
へ
」

句

こ
そ
＝
カ

こ
＋
カ

そ

句

さ
へ
＝
カ

さ
＋
せ

へ

句

「
さ
へ
」
は
前
の
語
や
句
や
節
の
内
容
を
「
さ

(

然)

」
と
し
そ
の
「
さ
」
へ
注
目
せ
よ
、
と
い
ふ

機
能
が
あ
り
ま
す
。
例
、
こ
れ
さ
へ
・
小
学
生
で
さ
へ
・
じ
つ
と
す
わ
つ
て
ゐ
る
の
さ
へ
。

強

調
関
係
詞
「
し
」
←
そ
い
＝
遠
近
カ

そ
＊
カ

い

こ
の
「
し
」
と
静
辞
か
ら
成
る
古
代
句
＝
し
も
・
し

短
縮

強
調

か
・
か
し(

流
声
「
が
し
」)

・
ぞ
か
し
・
や
し
・
よ
し

関
係
詞
「
つ
」

例
、
タ

ま
つ
げ(

睫)

←強
声
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ま
つ
け
＝
タ

め(

目)

＊
カ

つ
＊
タ

け(

毛)

。
体
詞
「
わ
た
く
し(

私)

」
は
か
う
で
せ
う
か
。
タ

わ
た
く

ま

し

△

セ

わ
つ
く
し
＝
カ

わ(

我)

＊
カ

つ
＊
タ

く(

事)

＊(

セ)

し
。

関
係
詞
「
つ
つ
」
＝
動
詞
「
つ

流
声
・
転
化

た
ふ(
伝)

」「
つ
づ
く(

続)

」
と
同
源

動
詞
か
ら
転
化
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
関
係
詞
「
す
ら
」「
の

み
」
「
ば
か
り
」
「
だ
け
」

カ

す
ら
△
ド

す
る(

擦)

カ

の
み
△
ド

の
む(

呑)

カ

ば
か
り

△
ド

は

ら

み

強
声
も

か
る(

計)
カ

だ
け

△
ド

た
く(

長)

下
二

り

強
声
も

け

強
調
関
係
詞
「
し
」
を
含
む
語
句
で
す
。

セ

し
か(

然
・
確)
＝
カ

し
＊
セ

か(

香)

句

し
か
し
＝
セ

し
か(

然)

＋
カ

し

ド
小
止
形

し
っ
か
り
△
し

強
意

か
り
＝
セ

し
か(

確)
＊
ド

る
＝
こ
の
動
詞
は
動
詞
送
り
部
や
動
辞
「
ら
む
」「
ら
し
」
に
て
言
及
し
た
、

り

失
は
れ
た
四
段
動
詞
「
る
」
と
考
へ
ら
れ
ま
す
。

句

も
し
＝
せ

も
＋
カ

し

す
べ
て
の
関
係
詞
は
扱
へ
ま
せ
ん
が
、
一
点
、
語
源
案
で
す
。

カ

す
な
は
ち(

即)

＝
ド

す(

為)
＊
せ

に
＊
ド

あ
ふ(

合)

＊
カ

ち(

時)
←

は

動
詞
部
な
ど

従
来
、
古
代
「
助
動
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
「
る
」
「
ら
る
」
の
正
体
は
、
下
二
段
の
動
詞
か
ら
動
詞
部

(

動
辞
で
は
な
い)

に
転
化
し
た
「
あ
る(

生)

」
と
い
ふ
一
詞
部
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
さ
う
考
へ
ま
す
。

動
詞
の
未
然
形
に
合
成
し
ま
す
。
例
、
ド

お
も
ふ(

思)

＊(

ド)
あ
る(

生)

、
ド

く(

来)

＊(

ド)

あ
る(

生)

。

は

～

こ

ら

例
の
や
う
、
広
活
用
へ
合
成
す
る
場
合
、
同
母
音
連
続
「
あ
あ
」
の
た
め
、
あ
と
の
「
あ
」
が
消
え
ま

す
。
狭
活
用
へ
合
成
す
る
場
合
、
異
母
音
連
続
を
避
け
る
た
め
子
音
を
は
さ
み
、
「
あ
」
が
「
ら
」
と
な

り
ま
す
。

動
詞
部
「
あ
る

(

生)

」
の
内
容
の
本
質
は
〈
本
然
〉
に
も
と
づ
く
〈
自
然
生
成
〉
で
あ
る
と
、
わ
た

ホ
ン
ネ
ン

く
し
は
規
定
い
た
し
ま
す
。
本
然
動
詞
部
「
あ
る

(

生)

」
と
呼
び
ま
せ
う
。
合
成
す
る
動
詞
内
容
の
動

的
属
性
に
つ
い
て
、〈
本
然
〉(

物
理
必
然
性
な
い
し
生
理
必
然
性)

に
も
と
づ
く
〈
動
的
属
性
の
自
然
生

成
〉
と
い
ふ
客
体
を
反
映
す
る
。
こ
れ
が
動
詞
部
「
あ
る(

生)

」
で
せ
う
。(

現
代
は
下
一
段
「
え
る(

得)

」

が
浸
透
合
成
し
た
形
式
の
動
詞
部
「
あ
れ
る(

生)

」
。)

大
自
然
か
ら
お
た
が
ひ
の
体
内
ま
で
が
連
続
し
た
、
素
朴
す
ぎ
る
内
容
の
た
め
、
「
英
文
法
」
な
ど
と

比
べ
、
説
明
に
苦
心
し
て
き
た
や
う
で
す
。
い
は
ゆ
る
「
自
発
」
「
可
能
」
「
尊
敬
」
「
受
身
」
と
区
別
し

て
ゐ
ま
す
が
、
本
質
は
ひ
と
つ
で
す
。

正
確
に
は
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
具
体
的
な
意
味
が
定
ま
り
ま
す
が
、
簡
略
に
例
示
し
ま
せ
う
。

(

古
代
・
現
代
を
混
合)

「
思
ひ
や
ら
る
」
＝
「
思
ひ
や
る
」
が
自
分
の
体
内
か
ら
自
然
生
成(

い
は
ゆ
る
「
自
発
」)

「
行
か
れ
る
か
い
」
＝
「
行
く
」
が
相
手
の
体
内
か
ら
自
然
生
成
す
る
か(

い
は
ゆ
る
「
可
能
」)

「
仰
せ
ら
る
」
＝
「
仰
す
」
が
上
位
の
人
の
体
内
か
ら
自
然
生
成(

い
は
ゆ
る
「
尊
敬
」)

「

舅

に
ほ
め
ら
る
る
婿
」
＝
人
間
関
係
に
お
い
て
相
手
の
体
内
か
ら
「
ほ
む
」
が
自
然
生
成
／

し
う
と

む
こ

「
よ
く
歌
は
れ
た
歌
」
＝
歌
と
人
の
関
係
に
お
い
て
人
の
体
内
か
ら
「
歌
ふ
」
が
自
然
生
成
／
「
地

震
に
や
ら
れ
た
」
＝
人
間
と
大
自
然
の
関
係
に
お
い
て
大
自
然
か
ら
「
や
る
」
が
自
然
生
成(

い
は

ゆ
る
「
受
身
」)

い
は
ゆ
る
「
受
身
」
例
は
、
関
係
と
い
ふ
全
体
状
況
に
お
け
る
ど
こ
か
か
ら
の
自
然
生
成
で
あ
り
、
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こ
れ
は
、
「
動
作
主
と
動
作
対
象
の
交
換
関
係
」
に
着
目
す
る
英
語
な
ど
の
「
態
」
と
は
異
質
で
す
。
大

自
然
か
ら
お
た
が
ひ
の
体
内
ま
で
の
〈
本
然
〉(

物
理
必
然
性
な
い
し
生
理
必
然
性)

に
素
朴
に
注
意
し

て
ゐ
た
や
ま
と
こ
と
ば
ら
し
い
「
あ
る
・
あ
れ
る(

生)

」
で
あ
る
と
、
再
認
識
す
べ
き
で
す
。

戦
後
、
「
敬
語
」
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
向
き
も
あ
り
、
た
と
へ
ば
「
お
調
べ
に
な
る
」
よ
り
「
調
べ

ら
れ
る
」
が
推
奨
さ
れ
、
そ
れ
が
い
は
ゆ
る
「
受
身
」
や
「
可
能
」
の
例
と
区
別
し
に
く
く
混
乱
も
生

じ
て
ゐ
ま
す
。

「
あ
れ
る(

生)

」
と
は
別
要
因
の
現
代
語
な
の
で
す
が
、
「
行
く
」
に
「
得
る
」
が
浸
透
合
成
し
「
行

け
る
」
。
「
～
し
て
は
い
け
な
い
」
の
「
い
け
」
は
こ
れ
の
未
然
形
で
す
。
同
様
、
「
見
る
」
か
ら
「
見
れ

る
」
。
「
来
る
」
へ
の
浸
透
は
「
暮
れ
る
」
な
ど
と
ぶ
つ
か
る
か
ら
「
来
れ
る
」
。
こ
の
「
見
れ
る
」
「
来

こ

れ
る
」
が
「
見
ら
れ
る
」
「
来
ら
れ
る
」
の
不
当
な
短
縮
で
な
い
か
と
思
は
れ
非
難
さ
れ
て
も
ゐ
ま
す
。

可
能
か
ど
う
か
が
多
く
問
題
と
な
る
現
代
、
古
代
下
二
段
動
詞
「
う

(

得)

」
や
英
語
動
辞
「can

」
な
ど

の
簡
潔
な
表
現
が
な
く
て
、
生
じ
た
現
象
で
せ
う
か
。(

「
見
る
は
う
？
」
「
来
る
は
う
で
す
か
？
」
な
ど
と
す

得

得

る
の
も
一
興
？)

や
ま
と
こ
と
ば
の
五
音
段
の
う
ち
も
っ
と
も
新
し
く
で
き
た
の
が
「
え
」
段
の
や
う
で
す
。
実
に
万

葉
仮
名
の
あ
り
方
か
ら
そ
の
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
や
う
で
す
。(

文
献

参
照)

こ
の
こ
と
も
あ
つ
て
か
、

15

「
え
」
段
の
強
調
や
連
続
を
好
ま
な
い
や
ま
と
こ
と
ば
の
美
観
も
あ
る
や
う
で
す
。(

こ
の
美
観
か
ら
も

「
見
れ
る
」
「
来
れ
る
」
が
批
判
さ
れ
て
ゐ
る
か
。)

逆
に
美
し
く
な
い
様
子
の
表
明
と
し
て
、
現
代
民

衆
語
に(

「
だ
る
い
」
か
ら
派
生
し
た
？)

静
詞
「
で
れ
で
れ
」
も
あ
る
で
せ
う
か
。

さ
て
、
動
詞
部
「
あ
る(

生)

」
の
前
史
に
あ
つ
た
「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
の
正
体
も
、
下
二
段
の
動
詞
か
ら

転
化
し
た
一
動
詞
部
「
あ
ゆ
」
で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
考
へ
ま
す
。
動
詞
未
然
形
へ
の
合
成
の
あ
り

方
や
、
動
詞
部
内
容
も
、
「
あ
る(

生)

」
と
同
様
で
す
。(

た
だ
し
、「
尊
敬
」
の
意
と
な
る
こ
と
は
な
い
。)

現

代
に
遺
る
例
、
ド
連
続
形

あ
ら
ゆ
る(

所
有)

＝
ド

あ
り(

有)

＊(

ド)

あ
ゆ
、
ド
連
続
形

い
は
ゆ
る(
所
謂)

＝
ド

い
ふ

ら

～

ゆ
る

は

(

言)

＊(

ド)

あ
ゆ
。

～

ゆ
る

さ
ら
に
、「
す
」「
さ
す
」
の
正
体
も
、
下
二
段
の
動
詞
か
ら
転
化
し
た
一
動
詞
部
「
あ
す
」
で
あ
る
。

さ
う
わ
た
く
し
は
考
へ
ま
す
。
下
二
段
動
詞
「
あ
す(

浅
・
褪)

」
が
記
録
に
あ
り
ま
す
が
、
「
身
か
ら
水

み

や
血
な
ど
を
し
ぼ
る
」
と
い
ふ
内
容
の
下
二
段
動
詞
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
転
化
し
た
動
詞
部
で
せ
う
か
。(
そ

の
動
詞
の
小
止
形
か
ら
転
化
し
た
の
が
体
詞
「
あ
せ(

汗)

」
で
せ
う
か
。)

動
詞
未
然
形
に
合
成
し
ま
す
。

例
、
ド

わ
ら
ふ(

笑)

＊(

ド)

あ
す
、
ド

い
づ(

出)

＊(

ド)

あ
す
。
広
活
用
へ
は
、
あ
と
の
「
あ
」
が
消
え
、
狭

は

～

で

さ

活
用
へ
は
、
「
あ
」
が
「
さ
」
と
な
り
ま
す
。

動
詞
部
「
あ
す
」
の
内
容
の
本
質
は
〈
加
勢
〉
で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は
規
定
い
た
し
ま
す
。
加
勢

動
詞
部
「
あ
す
」
と
呼
び
ま
せ
う
。
合
成
す
る
動
詞
内
容
の
動
的
属
性
に
つ
い
て
、
〈
動
的
属
性
の
実
現

へ
向
け
て
の
加
勢
〉
と
い
ふ
客
体
を
反
映
す
る
。
こ
れ
が
動
詞
部
「
あ
す
」
で
せ
う
。(

現
代
は
下
一
段

「
え
る(

得)

」
が
浸
透
合
成
し
た
形
式
の
動
詞
部
「
あ
せ
る
」。)

現
代
例
。
「
使
ひ
に
行
か
せ
る
」
「
雨
を
降
ら
せ
る
」
「
子
ど
も
を
死
な
せ
る
」
「
だ
れ
に
で
も
使

は
せ
る
」
「
言
は
せ
て
お
け
ば
」
「
こ
の
発
明
が
こ
の
産
業
を
発
展
さ
せ
た
」
＝
「
行
く
」
「
降
る
」

「
死
ぬ
」
「
使
ふ
」
「
言
ふ
」
「
発
展
す
る
」
の
実
現
へ
向
け
て
の
加
勢
。
た
だ
し
、
加
勢
の
あ
り
方

は
多
様
で
す
。
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古
代
例
。
「
の
た
ま
は
せ
た
る
」
「
笑
は
せ
た
ま
ふ
」
「
ま
ゐ
ら
せ
た
る
」
＝
上
位
の
人
の
自
身
の

「
の
た
ま
ふ
」
「
笑
ふ
」
「
ま
ゐ
る
」
の
実
現
へ
向
け
て
の
加
勢
。
上
位
の
人
が
わ
ざ
わ
ざ
加
勢
す

る
と
い
ふ
意
味
あ
ひ
の
「
尊
敬
語
」。

動
詞
部
「
あ
す
」
の
前
史
に
下
二
段
活
用
の
動
詞
部
「
し
む
」
が
あ
り
ま
し
た
。
動
詞
や
動
辞
「
あ

り
」「
な
り
」「
た
り(

と
あ
り)

」
の
未
然
形
に
合
成
し
ま
す
。「(

ド)

し
む
＝(

セ)

し
＊(

ド)

む
」
で
せ
う
か
。

語
源
は
異
質
で
す
が
、
動
詞
部
内
容
は
「
あ
す
」
と
同
様
で
す
。

さ
て
、
本
然
動
詞
部
「
あ
る(

生)

」
か
ら
派
生
し
た
や
ま
と
こ
と
ば
の
基
本
語
で
す
。

カ

あ
は
れ
＝
ド

あ
ふ(
会
・
合)

＊(

ド)

▽(

カ)

あ
る(

生)

は

～

れ

「
あ
は
れ
」
は
、
〈
本
然
〉(
物
理
必
然
性
な
い
し
生
理
必
然
性)

に
も
と
づ
く
〈
「
あ
ふ(

会
・
合)

」

の
自
然
生
成
〉
と
い
ふ
関
係
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
場
面
に
て
そ
れ
の
描
写
を
通
し
自
分
や
人
び
と
の
愛
憐

ア
イ
レ
ン

の
情(

文
献

参
照)

を
訴
へ
た
の
が
、
た
と
へ
ば
紫
式
部
の
『
源
氏
物
語
』
で
せ
う
か
。
む
ろ
ん
、
紫

13

式
部
自
身
に
先
の
「
〈
本
然
〉
～
と
い
ふ
関
係
」
な
る
語
内
容
分
析
は
な
か
つ
た
で
せ
う
が
、
当
時
の
言

語
規
範
の
ま
ま
に
〈
本
然
〉
と
生
活
や
人
生
の
調
和
や
不
調
和
の
情
を
表
出
し
た
の
で
せ
う
。

「
も
の
あ
は
れ
」
や
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
「
も
の
」
は
抽
象
体
詞
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
状
況
に
お

い
て
関
心
の
中
心
に
あ
る
「
も
の
」
で
す
。

な
ほ
、
『
枕
草
子
』
に
て
有
名
な
「
を
か
し
」
は
、

セ

を
か
し
＝
ド

を
く(

招)

＊(

セ)

し

か

で
す
。
自
身
に
と
り
招
か
れ
る
こ
と
か
招
か
れ
ざ
る
こ
と
か
が
関
心
の
中
心
で
せ
う
。

ま
ね

さ
て
、
本
論
を
公
開
し
て
ゐ
る
Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
サ
イ
ト
建
築
の
動
機
は
、
わ
た
く
し
の
父

縄

文

・
山
田
俊
郎
が
発
明
し
た
次
世
代
生
命
技
術
で
す
。
Ｔ
Ｑ
技
術
と
言
ひ
ま
す
。(
文
献

参
照)

空
間
の

と

し

を

27

〈
酵
素
活
性
場
〉
と
い
ふ
も
の
を
調
整
し
て
い
く
技
術
で
す
。

カ
ウ
ソ
ク
ワ
ツ
セ
イ
ば

父
は
農
芸
化
学
の
実
験
の
延
長
と
し
て
無
自
覚
に
発
見
・
発
明
・
技
術
革
新
し
た
だ
け
な
の
だ
が
、

困
つ
た
こ
と
に
、
今
ま
で
の
世
界
の
物
理
学
や
生
理
学
の
限
界
に
接
触
し
て
し
ま
つ
た
や
う
で
す
。
意

外
な
こ
と
に
、
世
界
初
の
土
器
文
化
を
創
造
し
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
縄
文
人
の
当
時
と
し
て
の
先
進

性
に
、
Ｔ
Ｑ
技
術
の
本
質
を
解
明
す
る
重
要
な
鍵
が
あ
る
、
と
強
く
予
想
さ
れ
る
。
本
論
も
そ
の
鍵
を

発
見
す
る
た
め
に
こ
そ
執
筆
し
て
ゐ
ま
す
。
哀
し
い
か
な
、
明
治
維
新
以
来
の
エ
リ
ー
ト
層
は
自
民
族

や
や
ま
と
こ
と
ば
を
卑
下
す
る
傾
向
も
あ
り
、
結
果
、
わ
た
く
し
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
そ
れ
ぞ

れ
真
剣
に
執
筆
・
公
開
す
る
こ
と
に
強
く
追
ひ
込
ま
れ
て
ゐ
ま
す
。

わ
た
く
し
は
縄
文
人
は
じ
め
原
始
人
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
本
質
を
、
今
ま
で
の
物
理
学
・
生
理
学
・
民

俗
学
・
民
族
学
と
も
調
和
す
る
や
う
、
〈
酵
素
活
性
場
の
予
感
〉
と
規
定
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
内
容
が

神
道
の
生
成
史
と
も
無
関
係
で
な
い
、
と
考
へ
ま
す
。
本
論
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
と
日
本
語
と
日
本
民

族
に
つ
い
て
の
認
識
を
改
善
・
改
革
・
変
革
し
て
い
く
入
門
編
で
す
。
直
接
の
動
機
は
、
日
英
機
械
翻

訳
の
研
究
で
し
た
。(

文
献

参
照)

25

や
ま
と
こ
と
ば
の
「
か
み

(

神)

」
の
概
念
は
「
八
百
万
の
神
」
で
あ
り
、
一
神
教
で
あ
り
ま
せ
ん
。

や
ほ
よ
ろ
づ

か
み

語
源
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
や
う
で
す
が
、
先
の
〈
酵
素
活
性
場
の
予
感
〉
と
い
ふ
規
定
か
ら
す
る

と
、
「
タ

か
み

(

神)

＝
遠
近
カ

か

(

彼)

＊
タ

み

(

身)

」
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。
自
身
の
「
み

(

身)

」
と
同
様

の
酵
素
活
性
が
地
表
の
い
ろ
い
ろ
な
「
か(

彼)

」
に
も
あ
る
、
と
い
ふ
感
性
で
す
。
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と
こ
ろ
で
、
秋
の
あ
の
音
を
「
か
み
な
り(

雷)

」(

神
の
鳴
り)

と
呼
び
、
あ
の
光
を
「
い
な
づ
ま(

稲

妻)
」(
稲
の
連
れ
あ
ひ)

、
旧
く
は
「
い
な
つ
る
び
」(

稲
と
の
交
尾)

と
呼
ん
だ
や
ま
と
こ
と
ば
の
感
性
。

た
と
へ
そ
こ
に
迷
信
も
含
ま
れ
て
ゐ
よ
う
と
、
Ｔ
Ｑ
技
術
の
本
質
と
無
関
係
で
は
な
い
、
と
想
は
れ
ま

す
。た

だ
し
、
縄
文
人
に
は
か
う
い
ふ
地
球
表
面
観
と
と
も
に
宇
宙
観
も
あ
り
ま
し
た
。
北
極
星
と
三
日

月
と
地
表
の
へ
び
に
注
意
し
た
鉛
直
水
平
観
・
死
生
観
・
雌
雄
観
・
繁
殖
観
も
あ
り
ま
し
た
。(

文
献
20

参
照)こ

れ
ら
を
も
含
め
、
わ
た
く
し
ど
も
は
〈
縄
文
る
ね
っ
さ
ん
す
〉
を
め
ざ
し
て
を
り
ま
す
。

〈
然
意
予
感
〉

世
界(

体
内
と
体
外
と
認
識
じ
た
い)
に
は
、
客
体
面
か
ら
主
体
面
へ
、
と
く
に
必
然
性
か
ら
決
意
性

へ
と
い
ふ
、
面
な
い
し
性
格
の
移
行
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
認
識
し
た
人
間
の
生
理
と
し
て
、
ど
う
い

ふ
呼
吸
や
音
声
や
音
韻
を
反
映
す
る
傾
向
に
あ
る
か
。
そ
れ
が
地
球
表
面
の
諸
気
候
や
諸
生
活
に
お
い

て
、
諸
言
語
の
概
念
と
音
韻
を
ど
う
発
達
さ
せ
て
ゐ
る
か
。

わ
た
く
し
は
か
う
い
ふ
音
声
言
語
表
現
過
程
に
、
関
心
が
あ
り
ま
す
。
ま
づ
は
言
霊
思
想
も
あ
る
や

こ
と
だ
ま

ま
と
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
を
り
ま
す
。

ヨ
ガ
の
冥
想
に
よ
り
体
内
に
注
意
し
て
の
予
感
で
す
が
、
〈
必
然
性
か
ら
決
意
性
へ
〉
と
い
ふ
認
識
内

容
を
や
ま
と
こ
と
ば
人
は
「
お
→
え
→
あ
→
い
→
う
」
と
い
ふ
音
段
に
表
現
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
な

び
と

い
か
。(

こ
の
予
感
を
〈
然
意
予
感
〉
と
呼
び
ま
せ
う
。)

音
行
へ
の
表
現
も
何
ら
か
の
傾
向
が
あ
る
か

ゼ

ン

イ

も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
と
は
別
の
流
声
・
強
声
・
短
縮
と
い
ふ
音
韻
変
化
な
ど
を
分
け
て
観
察

す
べ
き
で
す
が
、
語
彙
の
生
成
史
や
活
用
の
生
成
史
を
研
究
し
つ
つ
〈
然
意
予
感
〉
の
正
否
を
確
認
し

て
い
き
た
い
と
考
へ
ま
す
。
気
候
・
生
活
・
呼
吸
・
発
音
生
理
の
現
象
・
構
造
・
本
質
を
反
省
し
て
い

く
こ
と
も
必
要
で
せ
う
。

一
万
年
間
の
縄
文
時
代
は
部
族
ご
と
に
無
数
の
方
言
が
あ
つ
た
が
、
二
千
五
百
年
前
か
ら
農
業
な
ど

を
輸
入
・
改
善
す
る
に
つ
れ
、
日
本
列
島
内
の
あ
る
部
族
の
方
言
に
言
語
と
し
て
の
有
益
さ
が
あ
り
、

そ
れ
が
ま
づ
は
西
日
本
に
て
次
に
東
日
本(

青
森
あ
た
り
ま
で)

に
て
普
及
し
、
統
一
的
や
ま
と
こ
と
ば

が
生
成
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。(

文
献

、

参
照)

16

21

「
さ
い
は
ひ(

幸)

」
と
「
わ
ざ
は
ひ(

禍
・
災)

」
。
「
セ

さ
い
は
ひ
←
さ
き
は
ひ
＝
ド

さ
く(

咲)×

ド
▽
セ

流
声

き

は
ふ(

延)

」
と
「
セ

わ
ざ
は
ひ
＝
タ

わ
ざ(

態)

＊
ド
▽
セ

は
ふ(

延)

」
。「
さ
く(

咲)

」
が
「
は
ふ(

延)

」
必

ひ

ひ

然
性
を
祈
り
、
そ
れ
を
さ
ま
た
げ
る
「
わ
ざ

(

態)

」
と
い
ふ
決
意
性
が
「
は
ふ

(

延)

」
こ
と
の
な
い
や

う
、
好
い
良
い
善
い
「
わ
ざ

(

技
・
業)

」
を
追
求
し
続
け
る
。
や
ま
と
こ
と
ば
は
か
う
い
ふ
自
然
観
・

生
活
観
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

動
詞
の
活
用
形
と
活
用
型
の
生
成
に
つ
い
て
、
再
び
、
交
段
部
を
音
段
の
み
に
て
示
し
ま
せ
う
。
ま

づ
未
然
形
の
「
あ
」
が
あ
り
、
次
に
小
止
形
・
原
形
の
「
い
」
が
生
成
し
、
次
に
連
続
形
の
「
う
」
が

生
成
し
た
の
で
せ
う
か
。
〈
然
意
予
感
〉
の
「
あ
→
い
→
う
」
、
決
意
性
へ
の
方
向
で
す
。
「
あ
り

(

在
・

有)

」
「
を
り

(

居)

」
と
い
ふ
世
界
と
社
会
の
基
本
動
詞
は
、
内
容
に
お
い
て
少
し
静
的
属
性
に
も
近
い

た
め
か
、
長
く
原
形
が
「
い
」
の
ら
変
と
し
て
遺
り
ま
し
た
。
動
辞
も
含
め
て
言
へ
ば
、「
女
あ
り
。
」「
わ
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れ
猫
な
り
。
」
か
ら
「
女
が
ゐ
る
。
」
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
」
へ
を
近
代
化
と
言
ふ
の
で
せ
う
か
。
逆
に

「
決
意
性
の
う
」
が
強
く
な
り
す
ぎ
た
と
も
感
じ
ま
す
。
他
方
、
な
変
・
下
二
段
・
上
二
段
の
連
続
形

・
已
然
形
は
「
う
る
」「
う
れ
」
だ
つ
た
の
が
、
な
変
は
四
段
の
「
う
」「
え
」・
下
二
段
は
下
一
段
の
「
え

る
」
「
え
れ
」
・
上
二
段
は
上
一
段
の
「
い
る
」
「
い
れ
」
と
な
つ
た
の
が
、
近
代
化
で
し
た
。
〈
然
意
予

感
〉
の
「
え
→
い
→
う
」
か
ら
す
る
と
、
決
意
性
の
後
退
で
せ
う
か
。
や
ま
と
こ
と
ば
の
美
観
と
し
て

古
代
動
詞
に
棄
て
が
た
い
も
の
も
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
あ
た
り
も
一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
へ

ば
「
死
ぬ
る
」
「
死
ぬ
れ
」
「
流
る
る
」
「
流
る
れ
」
「
落
つ
る
」
「
落
つ
れ
」
と
「
死
ぬ
」
「
死
ね
」
「
流
れ

る
」
「
流
れ
れ
」
「
落
ち
る
」
「
落
ち
れ
」
。

「
を
～
」
を
新
か
な
に
て
「
お
～
」
と
す
る
と
一
種
の
封
印
も
あ
る
の
で
な
い
か
と
、
既
述
し
て
ゐ

ま
す
。
た
と
へ
ば
「
を
ど
る(

跳
・
躍
・
踊)

」
は
す
な
は
ち
「
う

お
ど
る
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
決
意
性

の
う
」
の
浸
透
も
あ
り
ま
せ
う
。
逆
に
「
必
然
性
の
お
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
へ
ば
動
詞
「
か
ふ(

交)

」

の
結
果
と
し
て
体
詞
「
か
ほ(

顔)

」
が
あ
る
の
で
せ
う
か
。

す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
か
ず
関
係
詞
に
興
味
深
い
同
行

交
段
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
そ
れ
は
〈
然
意
予
感
〉
の
「
お
→
あ
→
い
→
う
」
の
順
で
す
。「
ひ
と(

一)

」

の
二
倍
は
「
ふ
た

(

二)

」
、
「
み

(

三)

」
の
二
倍
は
「
む

(
六)
」
、
「
よ

(

四)

」
の
二
倍
は
「
や

(

八)

」
。

偶
然
で
せ
う
か
。

ま
だ
さ
さ
や
か
な
例
示
し
か
で
き
ま
せ
ん
が
、
感
性
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
な
く
、
〈
然
意
予
感
〉
と
い
ふ

仮
定
の
正
否
を
謙
虚
に
確
認
し
て
ま
ゐ
り
ま
す
。

〈
連
綿
語
〉

現
代
に
お
い
て
、
い
は
ゆ
る
「
敬
語
」
の
発
達(

伝
統
と
創
造)

を
ど
う
考
へ
る
べ
き
か
。
奈
良
・
平

安
時
代
の
律
令
制
や
大
日
本
帝
国
の
思
想
統
制
な
ど
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
民
族
と
日
本
国
に
ふ
さ
は
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
人
民
は
健
康
平
和
生
活
を
追
求
す
る
権
利
に
お
い
て
平
等
で
す
。
と
と
も
に
、

世
界
資
本
制
社
会
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
立
場
に
お
い
て
も
、
健
康
平
和
な
現
実
認
識
の
学
問
・
規

範
・
芸
術
・
保
健
・
諸
技
能
の
発
達(

伝
統
と
創
造)

に
お
い
て
、
先
達
と
学
徒
、
あ
る
い
は
先
生
と
後
生

コ
ウ
セ
イ

の
区
別
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
お
た
が
ひ
に
分
野
が
異
れ
ば
先
達
と
学
徒
、
あ
る
い
は
先
生
と
後
生

の
関
係
が
逆
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
根
本
の
平
等
を
承
知
し
た
上
に
お
い
て
、
お
た
が
ひ
に
発
達(

伝

統
と
創
造)

の
連
綿
を
促
進
し
あ
ふ
意
味
に
お
い
て
、
や
ま
と
こ
と
ば
な
い
し
日
本
語
の
い
は
ゆ
る
「
敬

語
」
を
〈
連
綿
語
〉
と
呼
び
直
し
て
は
ど
う
で
せ
う
か
。
『
論
語
』
に
「
後
生
畏
る
べ
し
。
」
と
あ
り
ま

お
そ

す
が
、
先
達
を
学
徒
は
、
先
生
を
後
生
は
超
え
て
ほ
し
い
と
の
願
ひ
を
込
め
て
の
〈
連
綿
語
〉
で
す
。〈
連

綿
語
〉
は
も
と
も
と
関
係
詞
・
体
詞
な
ど
よ
り
動
詞
・
動
辞
な
ど
に
て
人
間
関
係
を
示
す
と
い
ふ
旧
い

類
型
の
言
語
の
特
殊
性
で
あ
り
、
敬
意
は
そ
れ
に
付
随
し
た
も
の
で
す
。

分
野
が
異
れ
ば
関
係
が
逆
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
と
承
知
し
た
上
に
お
い
て
、
先
達
あ
る
い
は
先
生
を

上
位
、
学
徒
あ
る
い
は
後
生
を
下
位
と
規
定
し
ま
す
。
〈
連
綿
語
〉
に
は
敬
意
表
明
と
上
位
表
明
と
下
位

表
明
が
あ
り
ま
す
。
な
ほ
、
言
語
に
は
〈
連
綿
語
〉
を
離
れ
た
学
問
記
述
な
ど
や
、
敬
意
や
上
位
下
位

よ
り
休
養
や
情
念
融
和
の
、
い
は
ば
同
意
語
も
あ
り
ま
す
。

敬
意
表
明
。
い
は
ゆ
る
「
丁
寧
語
」
で
す
が
、
〈
連
綿
語
〉
の
う
ち
直
接
に
敬
意
を
表
す
の
は
こ
れ
の
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み
な
の
で
、
か
う
呼
び
た
い
で
す
。
言
語
理
解
者
が
言
語
表
現
者
に
対
し
上
位
で
あ
る
と
き
、
言
語
表

現
の
内
容
に
関
係
な
く
、
上
位
の
言
語
理
解
者
に
対
し
直
接
に
敬
意
を
表
す
動
辞
や
句
で
す
。
意
志
敬

動
辞
「
ま
す
」
・
断
定
敬
動
辞
「
ま
す
」
・
断
定
敬
動
辞
「
で
す
」
・
句
「
ご
ざ
い
ま
す
←
ゴ
ザ
あ
り
ま
す

短
縮

＝(

ド)

御
＊
ド

座
＋
ド

あ
り
＋
ど

ま
す
」
の
み
で
す
。
例
「
あ
の
野
郎
が
や
り
や
が
つ
た
ん
で
す
。
」(

〈
連
綿

ゴ

ザ

断

定

語
〉
全
般
に
つ
い
て
は
文
献

参
照
。
本
論
の
例
文
も
同
著
の
も
の
を
借
用
。)

10

上
位
表
明
。
言
語
表
現
の
内
容
の
人
が
、
言
語
表
現
者
に
対
し
上
位
で
あ
る
と
き
、
上
位
で
あ
る
こ

と
を
表
す
や
う
、
内
容
の
人
や
そ
の
人
の
も
の
や
動
作
な
ど
に
つ
い
て
、
特
定
の
詞
部
を
合
成
し
た
り
、

特
定
の
語
句
を
用
ゐ
る
。
い
は
ゆ
る
「
尊
敬
語
」
で
す
が
、
上
位
と
い
ふ
関
係
を
表
す
詞
部
や
語
句
の

知
識
で
あ
り
、
敬
意
は
あ
る
と
し
て
も
間
接
的
で
す
。
ま
た
、
言
語
理
解
者
が
言
語
表
現
者
に
対
し
上

位
か
下
位
か
は
無
関
係
で
す
。
例
「
社
長
が
来
週
う
ち
に
お
い
で
に
な
る
よ
。」

下
位
表
明
。
言
語
表
現
の
内
容
の
人
ど
う
し
に
上
位
下
位
の
関
係
が
あ
る
と
き
、
下
位
の
人
や
そ
の

人
の
も
の
や
動
作
な
ど
に
つ
い
て
、
下
位
で
あ
る
こ
と
を
表
す
や
う
、
特
定
の
詞
部
を
合
成
し
た
り
、

特
定
の
語
句
を
用
ゐ
る
。
い
は
ゆ
る
「
謙
譲
語
」
で
す
が
、
内
容
の
人
た
ち
が
言
語
表
現
者
や
言
語
理

解
者
に
対
し
上
位
か
下
位
か
は
関
係
な
く
、
敬
意
と
は
別
で
す
。(

言
語
表
現
者
や
言
語
理
解
者
が
直
接

に
内
容
の
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
は
あ
る
。)

下
位
と
い
ふ
関
係
を
表
す
詞
部
や
語
句
の
知
識
。
例
「(

校

長
先
生
が
児
童
に)

そ
の
ノ
ー
ト
、
担
任
の
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
の
？
」

宇
宙
の
太
陽
系
の
地
球
表
面
の
日
本
列
島
な
ど
に
て
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
わ
れ
わ
れ
。
人
間

社
会
の
認
識
発
達(

体
内
認
識
と
体
外
認
識
と
認
識
反
省
の
発
達)
に
お
い
て
日
本
民
族
の
認
識
発
達

(

体
内
認
識
と
体
外
認
識
と
認
識
反
省
の
発
達)

は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
か
。

親
鸞(1173

～1262)

と
道
元(1200

～1253)

と
日
蓮(1222

～1282)
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、

や
ま
と
こ
と
ば
の
世
界
観
か
ら
、
輸
入
さ
れ
て
ゐ
た
仏
教
を
改
善
し
た
代
表
で
あ
る
と
、
わ
た
く
し
は

考
へ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
他
力
」
と
禅
定
と
「
自
力
」
と
い
ふ
面
を
分
担
し
た
。
宗
派
争
ひ
は
無
意
義

で
あ
り
、
認
識
の
役
割
分
担
に
す
ぎ
な
い
と
、
わ
た
く
し
は
考
へ
ま
す
。

や
ま
と
こ
と
ば
の
現
代
に
お
い
て
、

必
然
想
定
動
辞
「
べ
し
」
と
敬
意
表
明
の
「
で
す
」
「
ま
す
」
が
、
道
元
の
禅
定
を
、

本
然
動
詞
部
「
あ
る(

あ
れ
る)

」
と
上
位
表
明
の
「
お
～
に
な
る
」
が
、
親
鸞
の
「
他
力
」
を
、

加
勢
動
詞
部
「
あ
す

(

あ
せ
る)

」
と
下
位
表
明
の
「
お
～
す

(

す
る)

」
が
、
日
蓮
の
「
自
力
」
を
、

そ
れ
ぞ
れ
反
映
し
て
ゐ
る
と
、
わ
た
く
し
は
考
へ
ま
す
。

今
の
人
間
社
会
に
お
い
て
解
脱
と
求
道
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
既
存
の
政
治
・
金
融
・
生
産
体
制
に
と

ゲ

ダ

ツ

グ

ダ

ウ

つ
て
の
「
有
効
」
需
要
か
ら
解
脱
し
人
間
社
会
を
健
康
平
和
化
す
る
と
い
ふ
〈
潜
在
理
想
〉
需
要
を
求

道
す
る
。
さ
う
し
て
既
存
の
生
産
・
金
融
・
政
治
体
制
を
し
だ
い
し
だ
い
に
改
善
・
改
革
・
変
革
し
て

い
く
。
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
認
識
で
す
。

言
語
と
貨
幣
と
い
ふ
人
間
社
会
の
媒
介
を
改
善
・
改
革
・
変
革
し
て
い
か
な
い
限
り
、
人
間
社
会
は

本
質
的
に
は
改
善
・
改
革
・
変
革
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て

世
紀
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
な
い
し
日
本
語

21

が
英
語
か
ら
自
立
し
て
い
く
べ
き
時
期
で
す
。

世
紀
に
、
英
語
が
ラ
テ
ン
語
か
ら
自
立
し
た
ご
と
く
。

16
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和
歌
の
世
界
観

古
代
語
規
範
に
よ
る
音
数
律
な
ど
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
世
界
観
の

ひ
と
つ
の
象
徴
と
し
て
、
以
下
、
小
倉
百
人
一
首
の
わ
た
く
し
に
よ
る
現
代
語
訳
で
す
。
現
代
社
会
と

い
ふ
場
面
へ
現
代
語
の
規
範
と
韻
律
に
よ
り
和
歌
集
の
な
る
べ
く
深
い
内
容
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
ま

う
ひ
と
つ
の
短
詩
集
で
せ
う
か
。
あ
る
い
は
素
朴
な
仲
間
う
ち
の
古
代
語
と
実
証
精
神
の
現
代
語
の
調

和
へ
の
試
み
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
の
古
代
語
規
範
認
識
に
も
と
づ
き
原
歌
の
語
・
語
順
・
音
韻

・
言
外
の
事
情
を
な
る
べ
く
主
体
的
に
活
し
ま
す
。
原
歌
に
薄
い
距
離
も
お
く
観
察
的
訳
を
超
え
る
試

み
で
す
。(

各
首
末
に
歌
番
号
を
付
し
ま
し
た
。
ふ
り
が
な
は
音
読
み
も
ひ
ら
が
な
に
し
ま
し
た
。)

天
空
と
い
ふ
野
原
に
今
ふ
り
む
き
こ
こ
ろ
放
け
ま
す
や
う
見
ま
す
と
大
昔
の
旅
立
ち
の
遠
い
遠
い
春
日
の
地
に
あ

さ

か
す
が

り
ま
し
た
三
笠
山
か
ら
あ
ら
は
れ
た
月
の
そ
こ
に
あ
る
の
か
も
と
想
ひ
は
重
な
り
ま
す

7

み
か
さ
や
ま

瀬
戸
内
海
か
ら
隠
岐
へ
わ
た
る
海

原
へ
八
十
も
の
島
じ
ま
を
め
が
け
て
わ
れ
は
つ
ひ
に
漕
ぎ
出
し
た
と
京
に
ゐ
る

う
な
ば
ら

や

そ

い
だ

大
切
な
人
ら
に
は
告
げ
よ
た
ま
た
ま
ま
は
り
に
ゐ
る
海
人
つ
ま
り
漁
師
の
釣

舟
た
ち
よ

11
あ

ま

つ
り
ぶ
ね

立
ち
別
れ
往
な
ば
つ
ま
り
去
り
ま
す
な
ら
赴
任
地
の
因
幡
の
山
の
峰
に
生
ひ
茂
る
松
あ
り
も
し
も
あ
な
た
が
待
つ

い

い
な
ば

お

な
ど
と
聞
き
ま
し
た
ら
す
ぐ
に
も
帰
つ
て
来
ま
せ
う

16

由
良
の
水
流
の
激
し
い
門
を
渡
る
小
舟
の
人
が
舟
を
操
る
か
ぢ
を
絶
や
し
舟
の
行
く
方
も
知
り
え
な
い
同
じ
や
う

ゆ

ら

と

ゆ

へ

行
く
方
も
知
り
え
な
い
わ
た
し
の
恋
の
こ
れ
か
ら
の
道
で
す
な

46

大
江
山
を
越
え
生
野
を
行
く
道
の
遠
い
こ
と
で
す
か
ら
ま
だ
踏
み
ま
す
こ
と
も
こ
こ
ろ
み
な
い
天
の
橋

立
で
し
て

お
ほ
え
や
ま

い
く
の

あ
ま

は
し
だ
て

そ
こ
に
ゐ
る
母
か
ら
の
文
も
ま
だ
見
て
を
り
ま
せ
ん
か
ら
わ
た
し
は
母
に
頼
り
ま
せ
ん

60

ふ
み

高

砂
の
は
る
か
遠
い
山
の
峰
の
桜
が
咲
き
ま
し
た
よ
あ
れ
を
そ
の
ま
ま
望
む
た
め
こ
ち
ら
の
里
に
近
い
山
の

霞

た
か
さ
ご

か
す
み

は
立
た
ず
に
ゐ
て
ほ
し
い
よ

73

老
境
の
今
誰
を
親
し
く
知
る
人
に
し
よ
う
高

砂
の
長
寿
の
し
る
し
の
松
と
親
し
く
し
よ
う
か
そ
れ
も
昔
の
わ
た
し

た
れ

た
か
さ
ご

の
友
で
は
な
い
こ
こ
ろ
な
ご
む
わ
け
で
は
な
い

34

来
な
い
人
を
待
つ
松
帆
の
浦
の
夕
凪
ぎ
は
し
づ
か
で
す
今
こ
こ
に
て
焼
い
て
を
り
ま
す
塩
づ
く
り
の
海
藻
の
や
う

ま
つ
ほ

ゆ
ふ
な

で
せ
う
か
わ
が
身
も
待
ち
焼
き
こ
が
れ
て
を
り
ま
す

97

淡
路
島
か
ら
か
よ
ふ
千
鳥
の
も
の
寂
し
く
慕
ふ
や
う
鳴
く
声
に
い
く
夜
も
寝
覚
め
た
さ
う
い
ふ
昔
の
関

守
も
想
像

あ
は
ぢ
し
ま

よ

せ
き
も
り

さ
れ
ま
す
冬
の
旅
の
須
磨
の
浜

78

す

ま

有
馬
山
近
く
の
猪
名
の
笹

原
に
て
わ
び
し
く
風
が
吹
い
て
ゐ
ま
す
そ
よ
そ
よ
そ
よ
さ
あ
そ
れ
よ
そ
れ
で
す
よ
心
変

あ
り
ま
や
ま

ゐ

な

さ
さ
は
ら

り
し
か
け
て
ゐ
る
の
は
あ
な
た
の
は
う
わ
び
し
く
待
つ
わ
た
し
が
大
切
な
人
を
忘
れ
る
こ
と
な
ど
あ
り
ま
せ
う
か

58

あ
な
た
と
の
道
な
ら
ぬ
恋
が
世
間
に
も
れ
思
ひ
侘
び
尽
し
ま
し
た
が
破
綻
の
今
は
ま
う
同
じ
こ
と
難
波
潟
に
水
路

わ

な
に
は
が
た

を
示
す
杭
の
澪

標
あ
り
身
を
尽
し
て
も
あ
な
た
を
め
ざ
し
逢
は
う
と
こ
そ
思
ひ
ま
す

20

く
ひ

み
を
つ
く
し

難
波
の
入
り
江
の
芦
の
刈
り
根
の
み
じ
か
い
一
節
あ
り
仮
り
寝
の
一
夜
の
み
旅

人
の
相
手
を
し
た
遊
女
ゆ
ゑ
に
海

な
に
は

あ
し

か

ひ
と
よ

ひ
と
よ

た
び
び
と

を
わ
た
る
め
じ
る
し
澪

標
も
あ
り
身
を
尽
し
て
や
そ
の
人
を
恋
ひ
わ
た
る
べ
き
こ
と
の
あ
る
か
も

88

み
を
つ
く
し

難
波
潟
の
荒
涼
の
水
面
に
も
映
る
芦
た
ち
の
み
じ
か
い
節
と
節
の
間
を
節
と
言
ひ
節
の
や
う
ほ
ん
の
み
じ
か
い
間

な
に
は
が
た

み
な
も

あ
し

ふ
し

ふ
し

ま

よ

よ

ま

も
あ
な
た
に
逢
へ
ず
に
こ
の
世
を
過
ぎ
て
し
ま
ひ
な
さ
い
よ
な
ど
と
言
は
れ
ま
す
か

19

よ

住
の
江
の
松
の
美
し
い
岸
に
寄
る
波
あ
り
夜
さ
へ
も
あ
な
た
を
待
つ
こ
こ
へ
あ
な
た
の
か
よ
ふ
路
の
う
ち
夢
の
路

す
み

え

よ

よ
る

み
ち

さ
へ
に
て
も
あ
な
た
は
人
目
を
避
け
ら
れ
寄
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
せ
う
か

18

ひ
と
め

よ

聞
え
ま
す
高
師
の
浜
の
あ
だ
な
浮
つ
い
た
高
い
波
の
音
の
や
う
な
お
こ
こ
ろ
の
お

噂

そ
の
波
は
わ
た
く
し
の
袖

た
か
し

は
ま

お
と

う
は
さ

そ
で

と
こ
こ
ろ
に
か
け
る
の
を
よ
し
ま
せ
う
浮
つ
い
た
波
ゆ
ゑ
涙
に
も
ぬ
れ
て
し
ま
ふ
か
ら

72

お
前
も
わ
れ
も
も
ろ
と
も
に
生
き
る
深
さ
を
思
へ
大

峰
の
山

桜
よ
お
前
と
い
ふ
花
よ
り
ほ
か
に
わ
が
修
行
の
こ

お
ほ
み
ね

や
ま
ざ
く
ら

こ
ろ
を
知
る
人
も
こ
こ
に
は
ゐ
な
い

66
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い
と
し
い
吉
野
の
山
か
ら
の
秋
風
あ
り
さ
っ
と
夜
も
ふ
け
て
古
い
都
で
し
た
ふ
も
と
の
里
は
寒
く
冷
た
い
空
気
に

よ

冴
え
る
音
あ
り
冬
に
備
へ
女
性
が

衣

を
手
入
れ
す
る

砧

を
打
つ
音

94

お
と

こ
ろ
も

き
ぬ
た

朝
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
る
げ
で
す
月
が
空
に
ま
だ
有
る
の
か
と
見
あ
や
ま
り
ま
す
ま
で
に
し
づ
か
に
光
る
も
の
あ
り

ま
す
吉
野
の
里
に
ふ
り
つ
も
つ
て
を
り
ま
す
白
雪

31

春
も
す
ぎ
夏
が
来
た
ら
し
い
で
す
昔
は
白
い
妙
な
る
布
の

衣

を
干
し
た
と
い
ふ
天
か
ら
お
り
た
と
い
ふ
香
具
山

た
へ

こ
ろ
も

あ
ま

か

ぐ

や

ま

の
緑
で
す

2

人
の
心
と
い
ふ
も
の
は
い
ざ
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
の
や
う
な
初
瀬
の
こ
こ
は
梅
の
花
こ
そ
は
移
ろ
は
ず
昔
の
香
の
ま

は
つ
せ

か

ま
に
美
し
く
咲
い
て
ゐ
ま
す
ね

35

う
ま
く
い
か
な
い
あ
の
人
と
の
恋
が
良
く
果
さ
れ
た
い
と
初
瀬
観
音
に
ま
ゐ
り
で
も
あ
た
り
の
風
の
山
お
ろ
し
さ

は
つ
せ

ん
よ
お
前
さ
ん
の
や
う
恋
が
は
げ
し
く
す
さ
め
と
は
祈
り
は
し
な
か
つ
た
は
ず
な
の
に

74

嵐

の
吹
き
荒
れ
る
三
室
の
山
の
も
み
ぢ
葉
は
乱
れ
散
り
そ
れ
が
龍
田
の
川
に
て
は
錦

織
の
や
う
し
づ
か
に
美

あ
ら
し

み
む
ろ

や
ま

ば

た
つ
た

か
は

に
し
き
お
り

し
い
ま
と
ま
り
で
ご
ざ
い
ま
し
た

69

霊
の

勢

ひ
の
神
の
代
に
も
か
う
い
ふ
こ
と
は
聞
き
ま
せ
ん
龍
田
姫
の
住
む
ほ
と
り
の
川
が
流
れ
ま
す
紅
葉
に
よ

れ
い

い
き
ほ

よ

た
つ
た
ひ
め

も
み
ぢ

り
唐
の

紅

の
美
し
さ
に
水
の
あ
ち
こ
ち
を
く
く
り
し
ぼ
り
絹
の
や
う
染
め
ま
す
と
は

17

か
ら

く
れ
な
ゐ

み
づ

こ
の
た
び
の
旅
は
安
心
を
祈
る
幣
な
ど
と
り
出
せ
ま
せ
ん
幣
を
手
向
け
ま
す
手
向
山
に
あ
る
こ
の
紅
葉
の
美
し
さ

ぬ
さ

た

む

た
む
け
や
ま

も
み
ぢ

こ
そ
は
錦

織
の
幣
に
ま
さ
り
ま
す
こ
れ
を
旅
を
守
る
神
の
お
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
ど
う
ぞ

24

に
し
き
お
り

古
都
の
み
か
の
原
の
う
ち
を
分
け
て
湧
き
て
流
れ
ま
す
泉

川
あ
り
い
つ
見
た
あ
な
た
だ
か
ら
か
か
う
も
泉
の
湧

わ

い
づ
み
が
は

く
や
う
恋
し
い
の
で
せ
う

27

朝
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
る
げ
で
す
宇
治
の
冬
の
立
ち
こ
め
た
川

霧
も
し
だ
い
に
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
と
晴
れ
ま
し
て
あ
ら

う

ぢ

か
は
ぎ
り

は
れ
わ
た
り
ま
し
た
の
は
浅
瀬
浅
瀬
に
鮎
の
稚
魚
を
捕
る
風
物
の
し
か
け
網
代
木
で
す

64

あ
ゆ

と

あ

じ

ろ

ぎ

わ
が

庵

は
都
の
辰
巳
方
面
つ
ま
り
東
南
に
あ
り
し
っ
か
り
と
住
み
ま
し
て
を
り
ま
す
と
い
ふ
の
に
そ
こ
は
鹿
も

い
ほ
り

た
つ
み

棲
む
や
う
な
世
を
憂
し
と
逃
げ
込
む
宇
治
山
な
の
で
せ
う
と
か
人
は
言
は
れ
ま
す
さ
う
な

8

う

う

ぢ

や

ま

す
ぎ
さ
り
ま
し
た
昔
の
奈
良
の
都
ら
し
い
八
重
桜
ま
で
も
今
日
の
九

重
の
門
の
宮
中
に
美
し
く
咲
き
栄
え
て
を

け

ふ

こ
こ
の
へ

か
ど

さ
か

り
ま
す
こ
と
で
す

61

ひ
さ
し
い
天
空
か
ら
の
光
の
の
ど
か
な
春
の
日
で
す
で
も
し
づ
か
な
こ
こ
ろ
も
な
い
か
ら
桜
の
花
は
散
る
の
で
せ

う

33ひ
ろ
く
見
渡
す
海

原
に
漕
ぎ
出
し
て
み
ま
し
た
ら
ひ
さ
し
い
天
空
に
白
い
雲
の
居
る
の
か
と
見
ま
が
ふ
や
う
は
る

う
な
ば
ら

い
だ

ゐ

か
沖
に
白

波
が
ご
ざ
い
ま
し
た

76

し
ら
な
み

夏
の
は
じ
め
に
待
つ
ほ
と
と
ぎ
す
が
や
う
や
く
鳴
い
て
く
れ
た
か
ら
そ
の
声
の
方
を
す
っ
と
な
が
め
ま
し
た
た
だ

か
た

夜
明
け
の
空
に
残
る
月
の
み
が
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た

81

夏
の
夜
は
ま
だ
深
く
ふ
け
な
い
宵
の
つ
も
り
が
ま
う
明
け
て
し
ま
つ
た
の
を
受
け
思
ふ
夜
明
け
に
動
き
の
追
ひ
つ

よ

よ
ひ

か
な
い
い
と
し
い
月
が
ま
だ
雲
の
い
づ
こ
に
か
宿
つ
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
か

36

吹
き
わ
た
る
秋
風
に
天
空
の
棚
の
や
う
水
平
に
流
れ
ゆ
く
雲
あ
り
そ
の
雲
ふ
と
絶
え
ま
す
を
り
の
み
切
れ
間
よ
り

た
な

も
れ
出
で
ま
す
月
の
影
の
清
く
澄
み
き
る
さ
ま

79

い

木
や
草
の
白
く
光
る
露
に
風
の
吹
き
し
き
り
ま
す
秋
の
野
は
緒
に
て
ひ
も
に
て
つ
ら
ぬ
き
と
め
な
い
真
珠
そ
れ
の

を

乱
れ
散
つ
て
ゐ
る
や
う
で
し
た

37

そ
れ
が
吹
く
と
た
ち
ま
ち
秋
の
草
木
ら
み
な
し
を
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
わ
か
り
ま
し
た
す
な
は
ち
こ
れ
山
の
風
と
書

く

嵐

の
荒
し
で
せ
う

22

あ
ら
し

あ
ら

に
は
か
に
ふ
り
去
り
ま
し
た
村

雨
の
露
も
ま
だ
干
あ
が
り
ま
せ
ん
立
派
な
緑
の
真
木
の
葉
に
深
山
の
土
か
ら
天
へ

む
ら
さ
め

ひ

ま

き

み
や
ま

冷
た
い
霧
の
し
づ
か
に
さ
び
し
く
立
ち
の
ぼ
り
ま
す
秋
の
夕
暮
れ

87

ま
ど
ふ
心
を
ふ
り
あ
て
折
る
な
ら
折
り
ま
せ
う
か
上
に
初
霜
の
白
の
置
か
れ
ま
し
た
か
ら
美
し
い
区
分
け
の
ど
こ

に
か
わ
れ
を
ま
ど
は
し
て
ゐ
ま
す
清
い
白
菊
の
花

29

天
の
川
に
鳥
の
か
さ
さ
ぎ
た
ち
が

翼

を
つ
ら
ね
て
渡
し
た
橋
と
い
ふ
伝
説
あ
り
冬
の
天
の
川
の
も
と
宮
中
の
橋

つ
ば
さ

つ
ま
り
御
階
と
い
ふ
階
段
に
置
か
れ
ま
し
た
霜
の
美
し
く
白
い
の
を
み
ま
し
て
夜
が
凜
と
冷
た
く
ふ
け
て
ゐ
た
と
気

み
は
し

よ
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づ
き
ま
し
た

6

桜
の
や
う
な
色
香
は
移
り
す
ぎ
ま
し
た
ね
な
ん
と
な
く
わ
が
身
が
世
に
ふ
り
す
ご
し
世
を
な
が
め
つ
つ
あ
る
あ
ひ

ま
に
長
い
雨
も
ふ
り
つ
づ
い
た
か
の
や
う

9
桜
の
花
を
誘
ひ
散
す
山
の

嵐

吹
く
き
ら
び
や
か
な
庭
だ
が
雪
舞
ふ
や
う
花
降
り
ゆ
く
の
で
な
く
古
り
ゆ
く
も
の

あ
ら
し

ふ

ふ

は
髪
が
雪
に
似
る
わ
が
身
な
の
だ
つ
た

96

世
の
中
は
常
に
変
ら
ず
に
あ
つ
て
ほ
し
い
な
あ

渚

を
漕
ぐ
海
人
つ
ま
り
漁
師
の
小
舟
が
浜
辺
か
ら
も
綱
に
て
引

な
ぎ
さ

あ

ま

か
れ
る
そ
の
綱
に
何
だ
か
と
て
も
こ
こ
ろ
の
ひ
か
れ
ま
す
こ
と

93

嘆
け
と
月
は
わ
れ
に
情
実
の
も
の
思
ひ
を
さ
せ
る
の
か
何
ゆ
ゑ
か
も
の
思
ひ
を
美
し
い
月
に
か
こ
つ
け
た
く
な
る

顔
の
わ
が
涙
の
あ
り
ま
す
こ
と

86

な
つ
か
し
い
友
に
め
ぐ
り
あ
ひ
ま
し
て
見
つ
め
ま
し
て
そ
の
友
だ
と
も
確
か
に
わ
か
ら
な
い
あ
ひ
ま
に
友
の
姿
は

隠
れ
ま
し
た
め
ぐ
り
あ
ひ
ま
し
た
の
に
ふ
と
雲
に
隠
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
夜
ふ
け
の
月
と
も
競
ふ
や
う

57

月
を
み
つ
め
る
と
あ
れ
こ
れ
の
も
の
ご
と
が
千
々
に
悲
し
い
で
す
わ
が
身
一
つ
に
来
た
秋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ

ち

ぢ

ひ
と

ど
も
月
を
み
つ
め
る
わ
が
身
一
つ
に
あ
る
千
々
の
悲
し
み

23

夏
に
八
重
に
も

葎

つ
ま
り
つ
る
の
雑
草
の
茂
つ
て
し
ま
つ
た
昔
は
風
雅
な
邸
宅
だ
つ
た
こ
の
荒
れ
宿
の
さ
び
し

や

へ

む
ぐ
ら

い
と
こ
ろ
に
今
は
人
な
ど
来
る
の
は
見
え
な
い
で
も
昔
と
変
ら
ず
秋
と
い
ふ
さ
び
し
い
季
節
は
来
ま
し
た
な

47

こ
ほ
ろ
ぎ
も
わ
び
し
く
鳴
い
て
ゐ
る
よ
霜
の
夜
の
こ
の
寒
い
む
し
ろ
に
わ
が

衣

の
袖
を
敷
い
て
や
る
人
も
を
り

よ

こ
ろ
も

そ
で

ま
せ
ん
か
ら
ひ
と
り
に
て
寝
ま
せ
う
か

91

奥
山
に
散
り
つ
も
る
紅
葉
を
踏
み
わ
け
つ
つ
雄
か
ら
雌
を
も
と
め
ま
し
て
か
鳴
く
鹿
の
そ
の
声
を
き
き
ま
す
と
き

も
み
ぢ

を
す

め
す

に
秋
は
そ
し
て
人
生
も
悲
し
く
感
じ
ま
す

5

世
の
中
よ
安
心
の
道
こ
そ
も
な
い
で
は
な
い
か
思
ひ
を
入
れ
入
つ
て
み
た
山
の
奥
に
も
雄
か
ら
雌
を
も
と
め
て
か

い

は
ひ

を
す

め
す

鹿
の
鳴
く
悲
し
い
声
ま
で
聞
え
て
し
ま
ふ

83

さ
び
し
さ
に
不
安
な
こ
こ
ろ
を
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
宿
を
立
ち
出
で
ま
し
て
な
が
め
ま
し
た
ら
ま
は
り
は
い
づ
こ
も

い

同
じ
さ
び
し
さ
で
し
た
山

里
の
秋
の
夕
暮
れ

70

や
ま
ざ
と

山

里
と
い
ふ
も
の
は
冬
こ
そ
さ
び
し
さ
の
ま
さ
る
も
の
で
し
た
ね
訪
ね
ま
す
人
目
も
離
れ
草
も
枯
れ
て
し
ま
つ
た

や
ま
ざ
と

ひ
と
め

か

と
気
づ
き
ま
し
て

28

君
の
た
め
新
春
の
野
に
出
か
け
ま
し
て
お
い
し
く
食
べ
て
薬
に
な
る
緑
の
若
菜
を
つ
み
ま
し
た
わ
た
し
の

衣

の

こ
ろ
も

袖
に
白
い
雪
も
降
つ
て
を
り
ま
し
た
よ

15

そ
で

ふ

風
の
そ
よ
そ
よ
と
楢
の
葉
に
音
を
立
て
ま
す
楢
の
小
川
の
夕
暮
れ
は
す
で
に
秋
の
清
涼
こ
こ
の
神
社
の
半
年
の
穢

な
ら

ね

け
が

れ
を
祓
ふ
禊
ぎ
の
み
が
夏
の

証

で
し
た
な

98

は
ら

み
そ

あ
か
し

夕
方
と
も
な
れ
ば
門
前
の
田
の
稲
葉
に
波
う
た
せ
さ
は
さ
は
の
音
も
つ
れ
て
芦
ぶ
き
の
こ
の
山
荘
に
も
快
く
涼
し

い
な
ば

お
と

あ
し

い
秋
風
そ
れ
が
吹
き
わ
た
つ
て
く
る

71

秋
の
稲
田
に
て
刈
り
穂
の
た
め
仮
庵
つ
ま
り
小
屋
を
つ
く
り
屋
根
を
葺
く
わ
び
し
い
苫
と
い
ふ
む
し
ろ
を
粗
く
編

か

ほ

か
り
ほ

ふ

と
ま

み
ま
し
た
か
ら
わ
た
し
の

衣

の
袖
は
寒
く
夜
露
に
ぬ
れ
て
い
き
ま
す
な
あ

1

こ
ろ
も

そ
で

天
空
の
風
よ
雲
の
う
ち
に
あ
る
天
地
を
か
よ
ふ
路
を
吹
き
と
ば
し
閉
ぢ
て
し
ま
へ
こ
の
新
嘗

祭
の
乙
女
ら
の
華

み
ち

に
ひ
な
め
さ
い

を
と
め

麗
な
舞
ひ

姿

を
ま
う
し
ば
し
と
ど
め
て
お
か
う
天
女
の
や
う
す
ぐ
天
に
帰
ら
な
い
や
う

12

す
が
た

深
く
な
い
瀬
を
は
や
く
流
れ
ま
す
か
ら
岩
に
せ
き
わ
け
ら
れ
ま
す
滝
の
や
う
な
川
の
や
う
わ
か
た
れ
た
あ
と
も
つ

ひ
に
出
会
ひ
ま
す
と
の
思
ひ
は
あ
り
ま
す

77

風
が
は
な
は
だ
し
く
吹
き
つ
け
る
か
ら
岩
と
い
ふ
動
じ
な
い
相
手
に
強
く
う
ち
あ
た
る
波
の
や
う
お
の
れ
の
は
う

の
み
が
心
の
波
の
く
だ
け
散
り
恋
の
も
の
思
ひ
に
苦
し
む
こ
の
ご
ろ
で
す

48

恋
に
思
ふ
わ
が
袖
は
潮
の
干
り
ま
し
て
も
見
え
ぬ
沖
の
底
に
あ
る
石
の
人
に
ま
っ
た
く
知
ら
れ
ず
海
水
に
つ
か
る

そ
で

し
ほ

ひ

や
う
涙
に
か
わ
く
間
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん

92

ま

険
し
い
山
の
う
ち
に
ゐ
る
山

鳥
の
雄
の
尾
の
下
に
垂
れ
ま
し
た
尾
の
長
い
長
い
こ
と
雌
と
離
れ
ま
し
て
寝
る
習

や
ま
ど
り

を
す

め
す

性
ら
し
い
長
い
長
い
秋
の
夜
を
こ
の
わ
た
し
も
ひ
と
り
に
て
寝
ま
せ
う
か

3

よ

宮
中
の
諸
門
を
守
る
御
垣
守
す
な
は
ち
護
衛
の
兵
士
の
た
く
か
が
り
火
の
夜
の
闇
に
は
パ
チ
パ
チ
と
赤
々
と
燃
え

み
か
き
も
り

よ
る

や
み
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あ
が
り
昼
は
む
な
し
く
消
え
る
を
く
り
か
へ
す
そ
の
や
う
な
ぜ
か
夜
と
昼
が
別
人
の
や
う
わ
れ
は
恋
の
も
の
思
ひ
を

つ
づ
け
る

49
逢
ひ
ま
し
て
さ
あ
寝
ま
す
と
名
に
あ
る
な
ら
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
と
い
ふ
つ
る
草
さ
ん
人
に
知
ら
れ
ず
あ
の
方

あ
ふ
さ
か
や
ま

の
も
と
に
つ
る
の
や
う
た
ぐ
り
忍
び
く
る
す
べ
も
あ
れ
ば
な
あ

25

夜
で
あ
る
こ
と
を
お
し
こ
め
か
く
し

鶏

の
そ
ら
ぞ
ら
し
い
鳴
き
ま
ね
声
に
て
わ
た
し
を
た
ば
か
ら
れ
ま
し
て
も

よ

に
は
と
り

函

谷

関
の
故
事
と
異
り
世
に
も
逢

坂
の
関
の
は
う
は
逢
ふ
こ
と
を
せ
き
と
め
許
し
ま
せ
ん
で
せ
う

62

か
ん
こ
く
く
わ
ん

よ

あ
ふ
さ
か

せ
き

そ
れ
は
み
じ
か
い
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
で
せ
う
手

枕
の
た
め
た
は
む
れ
に
差
し
入
れ
ら
れ
た
あ
な
た
の
甘
美
な

よ

た
ま
く
ら

腕

か
ら
効
な
く
立
た
う
わ
た
く
し
の
浮
き
名
こ
そ
を
惜
し
く
想
ひ
ま
す

67

か
ひ
な

か
ひ

知
ら
れ
な
い
や
う
忍
び
ま
し
た
の
に
顔
色
に
出
て
し
ま
つ
て
を
り
ま
し
た
よ
わ
が
恋
は
何
か
も
の
思
ひ
さ
れ
て
ゐ

ま
す
か
と
人
か
ら
問
は
れ
ま
す
ま
で
に

40

恋
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
わ
た
し
の

噂

は
ま
う
は
や
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
よ
人
に
知
れ
な
い
や
う
恋
の
思
ひ
を
は
じ
め

う
は
さ

ま
し
た
ば
か
り
な
の
に

41

浅
芽
草
生
え
る
野
の
細
い
竹
の
葉
の
さ
や
ぐ
篠

原
の
う
ち
に
忍
ぶ
そ
の
や
う
忍
び
ま
し
た
の
に
ま
う
あ
り
あ
ま
り

あ
さ
ぢ
ぐ
さ

は

し
の
は
ら

て
な
に
ゆ
ゑ
あ
な
た
と
い
ふ
人
の
か
う
も
恋
し
い
か

39

逢
ひ
見
ま
し
て
契
り
を
結
び
ま
し
た
の
ち
の
こ
の
あ
な
た
へ
の
何
と
も
切
な
い
心
に
比
べ
ま
し
た
ら
そ
の
前
は
ま

う
昔
で
す
何
も
も
の
な
ど
思
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
や
う
で
し
た
ね

43

明
け
た
ら
暮
れ
る
ま
た
お
逢
ひ
で
き
る
と
は
知
り
ま
し
て
も
さ
う
な
が
ら
も
な
ほ
う
ら
め
し
い
の
は
長
い
雪
の
夜よ

か
ら
い
つ
た
ん
お
別
れ
へ
の
し
る
し
ほ
の
ぼ
の
と
明
る
げ
な
朝
で
す

52

君
に
逢
ふ
た
め
な
ら
惜
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
こ
の
命
さ
へ
お
逢
ひ
を
遂
げ
た
今
は
さ
ら
に
長
く
も
あ
れ
ば

な
あ
と
思
つ
て
を
り
ま
し
た
で
す

50

あ
な
た
と
長
く
続
く
で
あ
ら
う
と
言
は
れ
る
お
こ
こ
ろ
も
確
か
に
は
知
り
え
ま
せ
ん
昨
夜
の
わ
が
長
き
黒
髪
が
こ

の
や
う
乱
れ
て
ゐ
る
今
朝
は
ふ
と
も
の
思
ひ
の
乱
れ
て
を
り
ま
す
こ
と

80

け

さ

あ
な
た
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
つ
て
く
だ
さ
る
お
言
葉
の
行
く
行
く
末
ま
で
は
頼
み
に
し
が
た
く
存
じ
ま
す

ゆ

ゆ

す
ゑ

か
ら
お
言
葉
を
く
だ
さ
つ
た
喜
び
の
今
日
を
限
り
の
命
で
よ
い
か
と
も
思
は
れ
ま
す

54

け

ふ

恋
が
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
今
は
た
だ
あ
な
た
へ
の
思
ひ
を
絶
や
し
ま
す
と
そ
の
こ
と
ば
か
り
を
人
づ
て
で
な
く
あ
な

た
に
ぢ
か
に
申
し
上
げ
ま
す
道
も
あ
れ
ば
な
と
思
ふ
ば
か
り
で
す

63

そ
も
そ
も
逢
ふ
と
い
ふ
こ
と
の
絶
え
て
ま
っ
た
く
な
い
な
ら
な
に
や
か
や
と
相
手
の
人
を
も
わ
が
身
を
も
恨
む
こ

と
な
ど
な
い
で
せ
う
に
な
あ

44

あ
の
人
を
恨
み
悲
し
み
涙
を
干
さ
ず
朽
ち
さ
う
な
袖
こ
そ
惜
し
い
ま
し
て
こ
ん
な
半
端
な
恋
に
朽
ち
て
し
ま
ふ
だ

く

そ
で

ら
う
わ
た
く
し
の
浮
き
名
が
な
ほ
惜
し
い

65

夜
通
し
ひ
と
り
に
て
も
の
思
ひ
す
る
し
か
な
い
こ
の
ご
ろ
は
な
か
な
か
夜
が
明
け
や
ら
ず
人
で
な
く
光
も
さ
さ
な

よ

い
閨
の
ひ
ま
つ
ま
り
寝
室
の
す
き
間
ま
で
つ
れ
な
く
感
じ
ま
す

85

ね
や夜

明
け
の
空
に
ま
だ
有
る
月
も
つ
れ
な
く
見
え
た
あ
の
人
が
つ
れ
な
く
見
え
て
別
れ
た
あ
と
の
月
だ
あ
れ
よ
り

暁

つ
ま
り
夜
明
け
前
ほ
ど
も
の
憂
い
も
の
は
な
い

30

あ
か
つ
き

う

今
す
ぐ
来
る
と
あ
の
人
は
言
は
れ
ま
し
た
の
に
そ
れ
ば
か
り
に
長

月
の
長
い
夜
を
た
だ
た
だ
待
ち
あ
の
方
で
な
く

な
が
つ
き

よ

夜
明
け
に
残
る
月
と
出
会
ふ
の
を
ふ
つ
う
な
ら
男
の
方
が
来
て
帰
ら
れ
る
こ
ろ
の
そ
れ
を
待
つ
こ
と
と
な
り
ま
し
た

21あ
な
た
が
期
待
さ
せ
ね
ば
で
す
ね
た
め
ら
は
な
い
で
寝
て
ゐ
た
も
の
を
夜
は
ふ
け
て
西
に
か
た
む
く
ま
で
月
を
見

よ

つ
め
ま
し
た
こ
と
で
す

59

嘆
い
て
は
嘆
い
て
は
ひ
と
り
に
て
寝
る
夜
の
明
け
る
ま
で
の
間
は
い
か
に
長
い
長
い
も
の
と
苦
し
む
か
そ
れ
は
ご

よ

ま

存
じ
で
す
か

53

お
気
の
毒
で
す
ね
と
も
言
つ
て
く
れ
さ
う
な
人
は
思
ひ
浮
ば
ず
あ
な
た
に
か
う
し
て
む
な
し
く
思
ひ
こ
が
れ
つ
つ

わ
が
身
は
む
な
し
い
人
生
を
終
へ
る
の
で
せ
う
ね

45

忘
れ
去
ら
れ
た
こ
の
身
の
こ
と
は
ど
う
と
も
思
ひ
ま
せ
ん
が
忘
れ
ま
せ
ん
と
神
に
誓
つ
た
か
ら
あ
の
人
は
命
を
落
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す
こ
と
に
な
る
そ
れ
が
ま
あ
惜
し
い
と
も
思
ひ
こ
こ
ろ
か
ら
離
れ
ま
せ
ん

38

わ
が
命
の
魂
を
つ
な
ぐ
緒
よ
絶
え
て
し
ま
ふ
な
ら
絶
え
て
し
ま
へ
わ
れ
生
き
な
が
ら
へ
ま
す
な
ら
こ
の
恋
を
忍
び

た
ま

を

ま
す
こ
と
の
弱
り
秘
め
き
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
か
ら

89
ま
う
を
り
ま
せ
ん
で
せ
う
こ
の
世
に
は
ほ
か
の
世
へ
行
く
思
ひ
出
に
こ
そ
今
ひ
と
た
び
の
み
お
逢
ひ
く
だ
さ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
れ
ば
な
と
も

56

恋
な
ど
に
思
ひ
悩
み
苦
し
む
そ
れ
で
も
命
と
い
ふ
も
の
は
耐
へ
て
あ
る
が
も
の
ご
と
の
か
な
は
ぬ
運
命
の
憂
ひ
に

う
れ

耐
へ
ら
れ
ず
こ
ぼ
れ
て
し
ま
ふ
の
が
涙
と
い
ふ
も
の
で
す

82

わ
れ
に
ま
と
も
な
中
身
も
な
い
が
苦
し
み
悩
む
憂
き
世
の
民
に
覆
ひ
か
け
ま
す
か
な
開
祖
の
や
う
わ
れ
も
立
つ
杣

う

よ

た
み

お
ほ

そ
ま

つ
ま
り
比
叡
山
に
住
み
初
め
た
墨

染
の

衣

の
袖
を

仏

の
慈
悲
へ
の
道
を

95

ひ
え
い
ざ
ん

そ

す
み
ぞ
め

こ
ろ
も

そ
で

ほ
と
け

こ
の
先
長
く
生
き
な
が
ら
へ
た
と
き
に
思
ひ
通
り
で
な
い
こ
の
ご
ろ
も
ま
た
偲
ば
れ
る
の
で
せ
う
ね
昔
に
憂
ひ
に

う
れ

満
ち
た
と
み
え
た
世
こ
そ
今
は
恋
し
い
の
で
す
か
ら

84

滝
の
音
は
絶
え
て
久
し
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
名
こ
そ
は
昔
の
そ
の
滝
の
名
声
こ
そ
は
流
れ
て
な
ほ
聞
え
て
を
り

お
と

な

ま
す
な
あ

55

小
倉
山
の
峰
の
も
み
ぢ
葉
よ
人
の
や
う
な
心
の
あ
る
な
ら
こ
の
た
び
の
上
皇
に
次
ぎ
今
ひ
と
た
び
の
天
皇
の
行
幸

を
ぐ
ら
や
ま

ば

み
ゆ
き

の
あ
る
ま
で
こ
の
美
し
さ
の
ま
ま
待
つ
こ
と
も
せ
よ

26

息
子
の
こ
と
で
契
り
お
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
も
ぐ
さ
と
な
る
さ
せ
も
草
に
お
く
露
つ
ま
り
燃
え
る
頼
み
に
お
こ
た

ぐ
さ

へ
く
だ
さ
る
恵
み
の
お
言
葉
の
露
を
命
と
し
つ
つ
な
ぜ
か
今
年
の
秋
も
ま
た
去
る
や
う
に
見
え
お
言
葉
も
は
か
な
い

露
の
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す

75

わ
が
心
に
も
な
く
こ
の
憂
き
世
に
生
き
な
が
ら
へ
た
と
き
と
て
も
恋
し
く
思
ひ
出
す
で
あ
ら
う
わ
が
病
む
目
に
も

う

よ

美
し
い
こ
の
冬
の
夜
ふ
け
の
あ
り
が
た
い
月

68

人
を
も
い
と
し
く
も
あ
り
人
を
も
恨
め
し
く
も
あ
り
う
ま
い
あ
た
り
あ
ひ
つ
き
あ
ひ
な
く
世
の
治
め
を
思
ふ
ゆ
ゑ

に
も
の
苦
し
く
思
ふ
わ
が
身
に
は

99

あ
あ
百

敷
つ
ま
り
宮
中
よ
そ
の
古
き
軒
端
に
忍

草
ま
で
生
え
荒
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
偲
ば
う
に
も
な
ほ
偲
べ

も
も
し
き

の
き
ば

し
の
ぶ
ぐ
さ

は

ま
せ
ん
の
は
繁
栄
の
昔
で
す
ね

100

こ
れ
こ
そ
は
東
国
へ
行
き
ま
す
も
京
へ
帰
り
ま
す
も
ふ
と
別
れ
た
り
し
ま
し
て
知
り
ま
す
も
知
り
ま
せ
ん
も
ふ
と

逢
ひ
た
り
し
ま
し
て
人
生
縮
図
の
逢

坂
の
関

10

あ
ふ
さ
か

せ
き

志
賀
へ
の
山
の
中
の
川
に
せ
き
と
め
の
た
め
の

柵

を
風
が
ふ
は
り
と
か
け
ま
し
た
や
う
見
え
た
の
は
流
れ
よ
う

し
が
ら
み

に
も
あ
ひ
流
れ
ま
せ
ん
美
し
い
紅
葉
の
あ
つ
ま
り
で
し
た
よ

32

も
み
ぢ

で
き
ま
せ
う
か
か
う
ま
で
だ
と
あ
な
た
に
言
ふ
こ
と
伊
吹
山
の
も
ぐ
さ
と
な
る
さ
し
も
草
あ
り
さ
う
と
し
も
あ
な

い
ぶ
き
や
ま

ぐ
さ

た
は
知
ら
れ
ま
せ
ん
で
せ
う
も
ぐ
さ
の
燃
え
ま
す
や
う
な
あ
な
た
へ
の
わ
た
し
の
火
の
や
う
な
思
ひ
を

51

田
子
の
浦
に
う
ち
進
み
出
て
ひ
ろ
く
高
く
眺
め
ま
す
と
白
く
妙
な
る
情
景
あ
の
富
士
の
高
嶺
に
て
雪
は
ふ
り
し
き

た

ご

た
へ

た
か
ね

る
の
で
せ
う

4

若
い
男
と
女
の
歌

垣
の
あ
つ
た
筑
波
嶺
の
そ
の
峰
よ
り
の
細
い
流
れ
が
落
ち
つ
つ
や
が
て
深
い
た
ま
り
の
淵
と
な

う
た
が
き

つ

く

ば

ね

ふ
ち

る
男
女
川
あ
り
あ
な
た
へ
の
わ
が
恋
も
い
つ
の
ま
に
か
た
ま
り
つ
も
り
そ
の
淵
の
や
う
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た

み
な
の
が
は

13

遠
い
陸

奥
か
ら
の
信
夫
綟
摺
り
と
い
ふ
忍

草
の
汁
の
乱
れ
て
染
め
た

衣

が
あ
り
ま
す
誰
ゆ
ゑ
に
わ
た
し
は
忍

み
ち
の
く

し
の
ぶ
も
ぢ

ず

し
の
ぶ
ぐ
さ

こ
ろ
も

た
れ

び
の
恋
な
ど
に
乱
れ
初
め
た
か
わ
た
し
か
ら
の
ゆ
ゑ
で
あ
り
ま
せ
ん
の
に

14

そ

契
り
ま
し
た
よ
ね
お
た
が
ひ
悦
び
の
涙
の
袖
を
し
ぼ
り
つ
つ
で
す
末
の
松

山
を
波
が
越
す
や
う
な
そ
ん
な
あ
り

そ
で

す
ゑ

ま
つ
や
ま

え
な
い
こ
こ
ろ
変
り
と
い
ふ
も
の
は
な
い
と

42

見
せ
ま
せ
う
か
わ
が
袖
を
美
し
い
雄
島
の
海
人
つ
ま
り
漁
師
の
袖
さ
へ
海
水
に
ぬ
れ
に
ぬ
れ
ま
し
て
も
そ
の
色
は

そ
で

を
じ
ま

あ

ま

変
ら
な
い
わ
が
袖
の
血
の
涙
の
色
に
は

90

桜
の
や
う
に
散
り
ゆ
く
貴
族
文
化
の
何
た
る
か
を
遺
さ
う
と
し
た
藤
原
定
家
の
想
ひ
は
、
か
る
た
遊
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び
の
形
式
に
て
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
今
あ
ら
た
め
て
そ
の
世
界
観
を
現
代
語
に
て
確
認
し

て
み
ま
し
た
。
社
会
は
三
十
一
文
字
に
を
さ
ま
り
き
ら
ぬ
ほ
ど
複
雑
化
し
て
ゐ
る
と
も
感
じ
ま
す
が
五

み

そ

ひ

と

モ

ジ

七
五
七
七
や
五
七
五
に
美
し
く
を
さ
ま
つ
て
ゐ
た
や
ま
と
こ
と
ば
の
先
達
ら
の
世
界
観
と
言
語
規
範
。

そ
の
生
理
と
素
朴
美
こ
そ
は
世
界
資
本
制
社
会
に
あ
り
ひ
と
息
を
生
き
続
け
ま
す
一
服
の
安
心
で
は
な

い
で
せ
う
か
。
訳
後
の
わ
た
く
し
の
想
ひ…

、
健
康
平
和
社
会
を
偲
び
忍
ぶ
わ
れ
死
ぬ
る
ま
で
。

〔
文
献
〕
本
論
を
構
築
す
る
た
め
以
下
の
文
献
を
中
心
に
参
考
と
し
ま
し
た
。(

「
ア
ソ
シ
エ
ー
ト
し
た
知
性
」
へ
向

け
て)

１

時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論(

上)(
下)
』(

岩
波
文
庫2007)

２

三
浦
つ
と
む
『
認
識
と
言
語
の
理
論

第
一
・
二
・
三
部
』(

勁
草
書
房1967

～1972)

３

三
浦
つ
と
む
『
日
本
語
の
文
法
』(

勁
草
書
房1975)

４

三
浦
つ
と
む
『
日
本
語
は
ど
う
い
う
言
語
か
』(
講
談
社
学
術
文
庫1976)

５

三
浦
つ
と
む
『
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
』(

季
節
社1977)

６

三
浦
つ
と
む
「
現
実
の
世
界
と
観
念
の
世
界
対
応
の
過
程
的
構
造
に
つ
い
て
の
吟
味
」
三
浦
つ
と
む
『
生
き
る
・

学
ぶ
』(

季
節
社1982)

所
収

７

今
井
幹
夫
『
あ
な
た
と
わ
た
し
の
日
本
語
こ
と
ば
の
構
造
と
表
現
』(

社
会
評
論
社1986)

８

吉
本
隆
明
『
詩
人
・
評
論
家
・
作
家
の
た
め
の
言
語
論
』(

メ
タ
ロ
ー
グ1999)

９

吉
本
隆
明
『
改
訂
新
版
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
・
Ⅱ
』(
角
川
文
庫1982)

萩
野
貞
樹
『
ほ
ん
と
う
の
敬
語
』(

Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書2005)

10
萩
野
貞
樹
『
旧
か
な
づ
か
ひ
で
書
く
日
本
語
』(

幻
冬
舎
新
書2007)

11
中
西

進
『
ひ
ら
が
な
で
よ
め
ば
わ
か
る
日
本
語
』(

新
潮
文
庫2008)

12
山
崎
良
幸
『
「
あ
は
れ
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
研
究
特
に
源
氏
物
語
に
お
け
る
』(
風
間
書
房1986)

13
和
田
明
美
『
古
代
日
本
語
の
助
動
詞
の
研
究
「
む
」
の
系
統
を
中
心
と
す
る
』(

風
間
書
房1994)

14
松
本
克
己
『
古
代
日
本
語
母
音
論
上
代
特
殊
仮
名
遣
の
再
解
釈
』(

ひ
つ
じ
書
房1995)

15
松
本
克
己
『
世
界
言
語
の
な
か
の
日
本
語
日
本
語
系
統
論
の
新
た
な
地
平
』(

三
省
堂2007)

16
鈴
木
日
出
男
・
出
口
慎
一
・
依
田

泰
『
原
色
小
倉
百
人
一
首
朗
詠
Ｃ
Ｄ
つ
き
』(

文
英
堂2012)

17
教
学
社
編
集
部
編
『
風
呂
で
覚
え
る
百
人
一
首
』(

教
学
社1993)

18
栗
田

勇
、
ロ
バ
ー
ト
・
ミ
ン
ツ
ァ
ー(FU

JITSU

ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
企
画)

『
雪
月
花
の
心Japanese

19

Identity

』(

祥
伝
社
新
書2008)

齋
藤
守
弘
「
国
宝
土
偶
『
縄
文
ビ
ー
ナ
ス
』
を
解
読
す
る
」
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
国
際
縄
文
学
協
会
第
３
回
縄
文
未

20

来
塾
発
表
文
書2013.5.17.

寺
沢

薫
『
日
本
の
歴
史

王
権
誕
生
』(

講
談
社
学
術
文
庫2008)

21

02

沖

正
弘
『
生
き
て
い
る
宗
教
の
発
見
だ
れ
で
も
悟
り
救
わ
れ
る
沖
ヨ
ガ
修
行
法
』(

竹
井
出
版1985)

22
沖

正
弘
『
ヨ
ガ
総
合
健
康
法
沖
ヨ
ガ
の
考
え
方
と
修
行
法(

上)

』(

地
産
出
版1976)

23
沖

正
弘
『
な
ぜ
ヨ
ガ
で
病
気
が
治
る
の
か
ヨ
ガ
総
合
健
康
法(

中)

』(

地
産
出
版1977)

24拙
論(

Ｊ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｎ
あ
か
で
み
ぃ
サ
イ
ト
「
理
念
集
」
画
面
内)

「
人
間
と
通
信
の
要
点
」「
日
本
民
族
紹
介
と
日
英
翻
訳
機
械
」「
対
象
と
言
語
」

25
〈
健
康
生
活
へ
の
道
〉「
生
物
系
と
個
人
」

26拙
文(

同
「
店
頭
」
画
面
内)

「
Ｔ
Ｑ
技
術
ご
案
内
」「
Ｔ
Ｑ
事
業
協
会
の
根
本
方
針
」

27


