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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授　

日
中
比
較
文
学

し
か
も
、
そ
れ
が
過
去
の
一
時
期
に
限
ら
れ
た
話
で
は
な
く
、
今
日
な
お
も
継
続
し

て
い
る
の
か
。
そ
の
根
本
的
な
理
由
、
い
わ
ば
漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
に
つ
い
て
確

認
・
整
理
を
試
み
ん
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
す
。

　

と
は
い
え
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
り
、
古
人
が
何
を
考
え
、
ど
う
古
典
中
国
語
に
対

峙
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
、
実
際
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
た
の
か
を
詳
細
に

探
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。
資
料
上

の
制
約
も
多
く
、
非
力
の
私
に
は
あ
ま
り
に
荷
の
重
い
課
題
、
と
て
も
や
り
と
げ
る

自
信
は
持
て
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
現
在
の
視
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
を
考

え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
今
日
の
対
照
言
語
学
の
成
果
を
援
用
し

て
、
漢
文
訓
読
が
可
能
と
な
っ
た
諸
条
件
を
探
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
対
照
言
語

学
と
聞
く
と
、
何
や
ら
難
し
い
話
が
始
ま
り
そ
う
だ
と
一
瞬
た
じ
ろ
ぐ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
こ
は
安
心
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
と
て
言
語
学
の
専
門
家
で
は
な
く
、

正
直
に
言
っ
て
、
対
照
言
語
学
に
つ
い
て
は
通
り
一
遍
の
大
ざ
っ
ぱ
な
知
識
、
い
や
、

ほ
と
ん
ど
摘
ま
み
食
い
に
近
い
知
識
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
名
こ
そ
難
し

そ
う
で
す
が
、
要
す
る
に
、
日
本
語
と
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
と
を
見
比
べ
て
、

両
者
の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
く
ら
い
の
話
で
す
。
決
し
て

耳
慣
れ
な
い
言
語
学
用
語
が
飛
び
交
う
よ
う
な
事
態
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う

ぞ
御
懸
念
な
く
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
右
に
記
し
た
孤
立
語
・
膠
着
語
・
屈
折
語
に
つ
い
て
だ
け
は
、

本
論
に
先
だ
っ
て
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
分
類
は
、

古
典
的
言
語
類
型
論
と
呼
ば
れ
、
ざ
っ
と
五
千
に
も
の
ぼ
る
世
界
の
諸
言
語
を
必
ず

し
も
す
っ
き
り
分
類
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
孤
立
語
が
部
分
的
に
は
膠
着

語
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
膠
着
語
の
一
部
分
が
屈
折

語
に
似
た
性
質
を
、
屈
折
語
が
何
ほ
ど
か
孤
立
語
も
ど
き
の
性
質
を
呈
す
る
場
合
も

漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　〔
上
〕

　

―
　

な
ぜ
孤
立
語
を
膠
着
語
に
変
換
で
き
た
の
か
？
　

―
　

古
田
島
洋
介＊

は
じ
め
に

　

漢
文
訓
読
と
は
、
シ
ナ
・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
に
属
す
る
孤こ

立り
つ

語ご

の
古
典
中
国
語
を
、

ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
）
1
（

族
に
属
す
る
膠こ
う

着ち
や

語く
ご

の
日
本
語
に
変
換
す
る
技
術
で
す
。
返

り
点
を
打
っ
て
語
順
を
入
れ
換
え
、
送
り
仮
名
と
し
て
助
詞
・
助
動
詞
な
ど
を
附
け

れ
ば
、
た
し
か
に
古
典
中
国
語
は
あ
ら
ま
し
日
本
語
に
変
換
で
き
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
こ
に
は
単
な
る
外
国
語
学
習
に
と
ど
ま
ら
ぬ
条
件
が
備
わ
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
歴
史
上
、
日
本
人
は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
語
族
の
西
方
チ
ュ
ー
ト
ン
系
に
属
す
る
屈く

つ

折せ
つ

語ご

の
オ
ラ
ン
ダ
語
・
英
語
に
も

漢
文
訓
読
流
の
解
読
方
式
を
試
み
た
も
の
の
、
そ
の
種
の
蘭
文
訓
読
・
英
文
訓
）
2
（

読
は
、

確
乎
た
る
読
解
様
式
と
し
て
定
着
し
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
な
ぜ
漢
文
す
な
わ
ち
古

典
中
国
語
に
だ
け
訓
読
方
式
が
通
用
し
、
一
つ
の
様
式
と
し
て
定
着
し
得
た
の
か
。



2

明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

＝
桓
公
読ム
巴

書ヲ

於
堂
上ニ
蚤

（
桓く
わ
ん

公こ
う

書し
よ

を
堂だ
う

上じ
や
うに

読よ

む
）

＊「
書
」
は
名
詞
で
、「
書
籍
」
の
意
。
上
接
す
る
動
詞
「
読
」
の
目
的
語

と
な
る
。

　　

膠
着
語
（agglutinative 

languages

）
と
は
、「
膠モ
テ

着ク
ル

語
」（
膠に
か
はも

て
着つ

く
る

語
）
つ
ま
り
一
つ
ひ
と
つ
の
単
語
に
、
他
の
単
語
が
ま
る
で
接
着
剤
の
膠に

か
わで

貼
り
附

け
た
よ
う
に
附
着
す
る
言
語
で
す
。
印
象
と
し
て
は
、
語
句
に
ぐ
だ
ぐ
だ

4

4

4

4

と
尾
ひ
れ

が
附
き
ま
と
う
感
じ
。
日
本
語
・
韓
国
語
な
ど
が
こ
れ
に
属
し
ま
す
。
左
の
よ
う
な

日
本
語
の
一
文
を
見
れ
ば
、
御
理
解
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。

　　

03
病
人
に
は
酒
を
飲
ま
せ
ら
れ
な
い
。

＊
名
詞
「
病
人
」
に
、
助
詞
「
に
」
＋
助
詞
「
は
」
が
附
着
す
る
。

＊
名
詞
「
酒
」
に
、
助
詞
「
を
」
が
附
着
す
る
。

＊
動
詞
「
飲
ま
」
に
、
使
役
の
助
動
詞
「
せ
」
＋
可
能
の
助
動
詞
「
ら
れ
」

＋
打
消
の
助
動
詞
「
な
い
」
が
附
着
す
る
。

　　

屈
折
語
（inflectional 

languages

）
と
は
、「
屈シ

折ル
ル

語
」（
屈く
つ

し
折を

る
る
語
）、

す
な
わ
ち
一
つ
の
単
語
が
、
文
法
上
の
関
係
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
折
れ
曲
が
る
ご

と
く
、
語
形
に
変
化
を
起
こ
す
言
語
で
す
。
印
象
と
し
て
は
、
語
句
が
く
ね
く
ね

4

4

4

4

と

姿
を
変
え
な
が
ら
進
ん
で
ゆ
く
感
じ
。
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
が
こ
れ
に
属
し
ま

す
。
た
と
え
ば
、
英
語
の
一
人
称
代
名
詞
と
動
詞
〈w

rite

〉
の
基
本
三
形
を
思
い

出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

04 I

（
主
格
）
―m

y

（
所
有
格
）
―m

e

（
目
的
格
）

　

05 w
rite

〈
現
在
形
〉
―w

rote

〈
過
去
形
〉
―w

ritten

〈
過
去
分
詞
形
〉

φ

あ
り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
古
典
的
な

0

0

0

0

言
語
類
型
論
に
す
ぎ
ず
、
言
語
の
普
遍
的
な
性

質
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
現
代
の

0

0

0

言
語
類
型
論
か
ら
見
れ
ば
、
い
さ
さ
か
粗あ
ら

い
印
象

を
否
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
差
し
当
た
り
の
目
安
と
し
て
は
、
少
な
か
ら
ず
有
効
な

分
類
で
、
何
か
と
便
利
な
こ
と
は
た
し
か
で
す
。
こ
の
三
者
の
ほ
か
、
第
四
の
類
型

と
し
て
抱ほ

う

合ご
う

語
ま
た
は
包ほ
う

摂せ
つ

語
（incorpolating 

﹇polysynthetic

﹈ languages

）

と
呼
ば
れ
る
言
語
も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
に
は
あ
ま
り
に
馴
染
み
が
薄
く
、
説
明

を
試
み
て
も
や
や
こ
し
い
か
ぎ
り
、
本
論
の
内
容
に
も
ま
っ
た
く
関
係
し
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
言
及
し
ま
せ
ん
。

　

孤
立
語
（isolating 

﹇analytic
﹈ languages

）
と
は
、「
孤リ

立ツ

語
」（
孤ひ
と

り
立た

つ

語
）、
す
な
わ
ち
単
語
が
一
つ
ひ
と
つ
独
立
し
て
い
て
、
ま
っ
た
く
語
形
変
化
を
起

こ
さ
ず
、
常
に
一
定
の
形
で
現
れ
、
そ
の
品
詞
や
文
法
機
能
は
文
中
の
位
置
に
よ
っ

て
の
み
決
ま
る
と
い
う
言
語
で
す
。
印
象
と
し
て
は
、
語
句
が
ぼ
こ
ぼ
こ

4

4

4

4

と
並
ん
で

ゆ
く
感
じ
。
中
国
語
・
タ
イ
語
な
ど
が
こ
れ
に
属
し
、
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語

も
そ
の
一
つ
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、
古
典
中
国
語
の
「
書
」
と
い
う
単
語
を
掲
げ
て
み
て
も
、
こ
れ
だ
け

で
は
名
詞
「
書
籍
」
の
意
味
な
の
か
、
動
詞
「
書
く
」
の
意
味
な
の
か
、
わ
か
ら
ず

じ
ま
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
に
文
中
に
入
れ
ば
、
そ
の
品
詞
と
文
法

機
能
が
周
囲
の
語
と
の
関
係
に
よ
っ
て
確
定
で
き
る
の
で
す
。
参
考
と
し
て
、
訓
読

文
・
書
き
下
し
文
を
示
し
て
お
き
ま
す
。

　　

01
書
其
徳
行
道
藝
。（『
周
礼
』
地
官
・
党
正
）

＝
書ス
巴

其ノ

徳
行
道
藝ヲ
蚤

（
其そ

の
徳と
く

行か
う

道だ
う

藝げ
い

を
書し
よ

す
）。

＊「
書
」
は
動
詞
で
、「
書
く
」
意
。
下
接
す
る
名
詞
相
当
語
群
「
其
徳
行
道

藝
」
を
目
的
語
と
す
る
。

　

02
桓
公
読
書
於
堂
上
。（『
荘
子
』
天
道
）
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
の
で
、
ど
う
か
安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

　

で
は
、
右
を
踏
ま
え
て
、
漢
文
訓
読
と
い
う
言
語
上
の
営
為
を
可
能
に
し
た
諸
条

件
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
ま
す
。

＊

＊

＊

　

当
初
、
日
本
人
が
漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
を
純
然
た
る
外
国
語
と
し
て
学
習

し
は
じ
め
た
こ
と
に
間
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
私
た
ち
が
英
語
を
学
ぶ
の
と

似
た
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
と
は
異
な
り
、
辞

書
も
な
け
れ
ば
参
考
書
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
学
習
の
順
序
は
、
今
と
さ
し
て

違
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
わ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
初
め
て
英
語
を
習
っ
た
と
き
の
あ
り
さ
ま
を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
ま
ず
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
十
六
文
字
の
名
称
・
順
序
と
書
き
方
を
覚
え
る
。

次
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
単
語
を
学
ん
で
、
そ
の
発
音
を
習
い
、

さ
ら
に
、
単
語
の
排
列
法
つ
ま
り
文
法
を
覚
え
る

―
ざ
っ
と
、
こ
の
よ
う
な
手
続

き
が
外
国
語
の
学
習
の
常
道
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
漢
文
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
学
習
過プ
ロ

程セ
ス

が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
、
以
下
、
文
字
・
単
語
、
発
音
、
文
法
の
順

序
で
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
文
字
と
単
語
を
切
り
離
さ
ず
、
両
者
を
一

括
し
て
扱
う
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
。

一
　
文
字
・
単
語

　

日
本
人
が
初
め
て
出
逢
っ
た
文
字
は
、
漢
字
と
い
う
表
意
文
字
で
し
た
。
当
初
は
、

何
ら
か
の
洒し

や
れ落
た
紋
様
か
、
何
や
ら
怪
し
げ
な
呪
術
に
用
い
る
記
号
か
と
思
っ
た
や

も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
ほ
ど
な
く
、
そ
れ
が
文
字
す
な
わ
ち
言
語
を
書
き
表

す
道
具
だ
と
わ
か
り
、
何
と
か
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
と
と
も
に
、
ほ
か
に

　　

も
っ
と
も
、
現
代
英
語
は
、
屈
折
変
化
が
か
な
り
衰
え
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ま
だ

し
も
と
言
え
ま
し
ょ
う
。「
行
く
」
意
の
動
詞
〈go

〉
な
ど
、
基
本
三
形
〈go

―

w
ent

―gone
〉
に
加
え
て
、
三
人
称
単
数
・
現
在
〈goes

〉
さ
え
覚
え
て
お
け
ば
、

ま
ず
間
違
い
な
く
用
が
足
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
と
な
る
と
、
そ
う
は
ゆ
か
な
い
。
英
語
〈go

〉
に
相
当

す
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
動
詞
〈aller

〉
の
直
説
法
〈
現
在
形
〉
お
よ
び
〈
単
純
未
来

形
〉
を
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
／

ス
ラ
ツ
シ
ユの

上
が
〈
現
在
形
〉、
下
が
〈
単
純
未

来
形
〉
で
す
。

　　

06
一
人
称　

単
数　

vais / irai　

複
数　

allons / irons

　
　

二
人
称　

単
数　

vas / iras 

複
数 

allez / irez

　
　

三
人
称　

単
数　

va / ira 

複
数 

vont / iront

　　

一い
ち

瞥べ
つ

し
た
だ
け
で
、
意
気
阻そ

喪そ
う

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
原
形
〈aller

〉

の
面
影
を
と
ど
め
る
の
は
、
一
人
称
複
数
〈allons

〉
と
二
人
称
複
数
〈allez

〉
の

み
。〈go

〉
が
〈goes

〉
や
〈w

ent

〉
に
変
身
す
る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
も
、
右
は
〈aller

〉
の
変
化
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
ほ
か
に
直
説

法
だ
け
で
も
〈
複
合
過
去
形
〉〈
半
過
去
形
〉〈
大
過
去
形
〉〈
単
純
過
去
形
〉
な
ど

が
あ
り
、
そ
の
う
え
、
命
令
法
は
お
ろ
か
、
条
件
法
〈
現
在
形
〉〈
過
去
形
〉
や
接

続
法
〈
現
在
形
〉〈
半
過
去
形
〉
ま
で
も
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
〈aller

〉

の
屈
折
は
、
む
し
ろ
規
則
的
な
ほ
う
で
、
さ
ら
に
語
形
変
化
が
複
雑
な
動
詞
も
皆
無

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、
右
の
う
ち
、
本
稿
で
頻
出
す
る
の
は
、
孤
立
語
・
膠
着
語
の
二
つ
だ

け
で
す
。
屈
折
語
に
つ
い
て
は
、
時
お
り
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
平
易
な
例
を
挙
げ
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星
大
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号　

二
〇
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九
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支し

那な

文ぶ
ん

（
＝
漢
文
）
の
朗
読
は
、
こ
れ
を
棒ば
う

読よ
み

に
上
よ
り
下
へ
よ
み
下く
だ

し
、

其そ
の

音
を
も
支
那
音
（
＝
中
国
語
の
発
音
）
に
し
て
は
じ
め
て
其そ
の

法
を
得
た
り
と

す
べ
し
。〔
中
略
〕
兎と

も
角か
く

も
棒
読
だ
に
せ
ば
、
文
法
語
格
明あ
き
ら
かな
ら
む
。
見
よ
、

今こ
ん

人じ
ん

の
洋
文
（
＝
英
語
・
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
西
洋
語
）
を
読
む
や
、
決
し
て
一

字
々い

ち

々じ

に
（
＝
単
語
ご
と
に
）
こ
れ
を
邦
語
（
＝
日
本
語
）
に
訳
し
て
、
顚て
ん

倒た
う

し
て
（
＝
語
順
を
入
れ
換
え
て
）
読
む
が
如ご
と

き
こ
と
な
き
を
。

　

さ
れ
ば
支
那
文
の
今
の
読よ

み

方か
た

（
＝
漢
文
訓
読
）
は
、
ま
こ
と
は
こ
れ
を
読
む

に
あ
ら
ず
、
語
を
逐お

ひ
て
こ
れ
を
訳
し
、
意
味
を
辿た
ど

り
つ
ゝつ

、
こ
れ
を
声
に
発

す
る
の
み
。
わ
が
西
洋
に
あ
り
し
と
き
（
＝
明
治
十
七
〜
二
十
一
年
〔1884︲

1888

〕
の
ド
イ
ツ
留
学
中
）、
此こ
の

読
方
の
こ
と
を
洋
人
（
＝
西
洋
人
）
に
知
ら

せ
む
と
し
て
、
坐ざ

間か
ん

こ
れ
を
一い
ち

二に

の
学
者
に
語
り
し
に
、
皆
未み

曾ぞ

有う

の
奇
談
な

り
と
称と

な

へ
き
。〔
中
略
〕
要
す
る
に
邦
人
（
＝
日
本
人
）
の
支
那
文
を
読
む
法

（
＝
漢
文
訓
読
）
は
、
陰
の
仕
事
に
て
、
堂
々
と
お
も
て
立
ち
て
な
す
べ
き
こ

と
に
あ
ら
）
7
（

ず
。

　　

趣
意
は
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。

―
漢
文
は
、
書
か
れ
た
語
順
ど
お
り
に
中

国
語
で
発
音
し
て
こ
そ
「
読
ん
だ
」
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
英
語
や
ド
イ
ツ
語
を
語

順
そ
の
ま
ま
に
原
音
で
読
む
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
だ
。
漢
文
訓
読
は
、
一
種
の

訳
読
法
に
す
ぎ
ず
、
西
洋
人
の
目
に
は
奇
異
な
読
み
方
と
し
か
映
ら
な
い
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
漢
文
訓
読
は
、「
陰
の
仕
事
」
す
な
わ
ち
個
人
的
な
営
み
に
と
ど
め
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
人
前
で
行
っ
て
み
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

―

幼
い
こ
ろ
か
ら
漢
籍
の
素
読
に
親
し
み
、
多
数
の
漢
詩
を
も
作
っ
て
い
た
鷗
外
が
こ

う
し
た
漢
文
訓
読
観
を
記
し
て
い
る
こ
と
自
体
、
な
か
な
か
興
味
深
い
の
で
す
が
、

今
は
先
を
急
ぎ
ま
し
ょ
う
。

文
字
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
以
）
3
（
上
、
漢
字
で
書
き
表
さ
れ
る
漢
語
を
そ
の
ま
ま
日

本
語
の
な
か
に
大
量
に
採
り
入
れ
、
か
つ

―
こ
こ
が
肝
腎
で
す

―
日
本
語
を
表

記
す
る
文
字
と
し
て
も
漢
字
を
借
用
し
よ
う
と
決
意
し
た
の
で
し
た
。

　

日
本
人
は
、
表
音
文
字
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
し
初
め
て
目
に
し
た
の
が
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〈A

, B, C, D
...

〉
の
よ
う
な
音
素
文
字
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
、

ハ
ン
グ
ル
〈
가
・
나
・
다
・
라
…
…
〉
の
ご
と
く
音
素
を
音
節
に
組
み
上
げ
る
文
字

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
大
い
に
事
情
が
異
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。「
ア
・

イ
・
ウ
・
エ
・
オ
」
は
〈a, i, u, e, o

〉
あ
る
い
は
〈
아
・
이
・
우
・
에
・
오
〉
と

書
き
、「
カ
・
キ
・
ク
・
ケ
・
コ
」
は
〈ka, ki, ku, ke, ko

〉
も
し
く
は
〈
카
・

키
・
쿠
・
케
・
코
〉
な
ど
と
記
し
、
甚
だ
難
解
な
悉し

つ

曇た
ん

や
反は
ん

切せ
つ

の
研
）
4
（
究
を
経
ず
と
も
、

た
だ
ち
に
子
音
や
母
音
の
共
通
性
に
着
目
し
て
日
本
語
の
音
韻
を
整
理
し
、
平
安
時

代
末
期
ま
で
時
間
を
費
や
す
こ
と
な
く
、
す
み
や
か
に
五
十
音
）
5
（
図
の
類た
ぐ
いを

作
成
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

し
か
し
、
幸
か
不
幸
か
、
日
本
人
が
初
め
て
手
に
し
た
文
字
は
、
表
意
文
字
の
漢

字
で
し
た
。
子
音
と
母
音
を
分
か
つ
こ
と
な
く
、
原
則
と
し
て
一
つ
の
概
念
ま
た
は

事
物
に
つ
い
て
一
字
が
対
応
す
る
文
字
で
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
数
は
優

に
二
万
字
を
超
）
6
（

え
、
字
形
・
筆
画
の
複
雑
な
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

習
得
は
困
難
を
き
わ
め
た
は
ず
で
す
。
け
れ
ど
も
、
日
本
人
に
と
っ
て
唯
一
の
文
字

で
あ
る
以
上
、
漢
字
・
漢
語
そ
の
も
の
を
学
ぶ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
漢
字
を
用
い
て
日

本
語
を
も
書
き
表
そ
う
と
腹
を
据
え
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
一
気
に
話
を
転
じ
、
森
鷗
外
（
一
八
六
二
〜
一
九
一
二
）
が
書
き
残
し
た

漢
文
訓
読
と
ド
イ
ツ
語
訓
読
と
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

鷗
外
は
、
ま
ず
「
朗
読
法
に
就
き
て
の
争
」
と
題
す
る
一
文
で
、
次
の
よ
う
に
、

漢
文
訓
読
を
「
陰か

げ

の
仕
事
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
文
中
、（　
　

）
内
の
字
句
は
理

解
の
便
を
図
る
た
め
の
注
釈
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
ル
ビ
は
恣
意
に
よ
る
も
の
で
す
。
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

「
で
る
く
な
あ
べ
」「
げ
す
た
あ
で
」
も
、
す
べ
て
ド
イ
ツ
語
の
発
音
を
日
本
語
の
近

似
音
に
置
き
換
え
た
も
の
。
た
し
か
に
、
漢
文
訓
読
も
ド
イ
ツ
語
訓
読
も
、
表
面
的

に
は
非
常
に
よ
く
似
た
現
象
で
す
。
念
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
読
文
を
示
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
語
の
訓
読
中
、
○
は
訳
語
が
当
て
ら
れ
て
い
な
い
単
語
、
つ
ま

り
漢
文
に
い
う
置
き
字
の
ご
と
く
扱
わ
れ
て
い
る
語
で
す
。

　

日
月
隠シ
覗

曜ヲ

、
山
岳
潜メ
覗

形ヲ

、
商
旅
不
覗

行カ

、
檣
傾キ

檝
摧ケ
タ
リ。

〈Es

〉 〈laechelt

〉 

覗〈der See

〉, 〈er

〉 〈ladet

〉 

覗〈zum

〉 

覗〈Bade

〉,

　

○ 

わ
ら
ひ 

で
る
ぜ
え 

○ 

す
ゝ
む 

を 

ば
あ
ど

〈D
er K

nabe

〉 〈schlief ein

〉 

覗〈am

〉巴 

〈gruenen

〉 〈Gestade

〉蚤

で
る
く
な
あ
べ　

ね
ふ
り
ぬ　
　

に　
　

み
ど
り
の　

げ
す
た
あ
で

　　
「
ば
あ
ど
を
す
ゝ
む
」「
み
ど
り
の
げ
す
た
あ
で
に
ね
ふ
り
ぬ
」
に
つ
い
て
は
、

〈zum

〉 〈am

〉
そ
れ
ぞ
れ
が
含
む
前
置
詞
に
助
詞
「
を
」「
に
」
を
充あ

て
て
み
ま
し

た
が
、
あ
る
い
は
今
日
の
訓
読
に
お
け
る
句
中
の
「
於
」
の
ご
と
く
置
き
字
＝
○
と

し
、
左
の
よ
う
に
返
り
点
を
打
つ
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

〈ladet

〉巴 

〈zum

〉 〈Bade

〉蚤

す
ゝ
む　
　

○　

ば
あ
ど
を

〈schlief ein

〉巴 

〈am

〉 〈gruenen

〉 〈Gestade

〉蚤

　

ね
ふ
り
ぬ　
　
　

○ 

み
ど
り
の 

げ
す
た
あ
で
に

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
語
訓
読
が
、
ド
イ
ツ
語
の
読
み
方
と
し
て
邪

道
の
極
み
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
し
ょ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
漢
文
訓
読
と
て

　

鷗
外
は
、
右
の
よ
う
な
漢
文
訓
読
観
を
踏
ま
え
、『
山
房
拊
掌
談
』
に
収
め
た
一

文
「
掲
帝
掲
帝
を
三
下
り
」
で
、
左
の
ご
と
く
漢
文
訓
読
と
ド
イ
ツ
語
訓
読
と
を
披

露
し
て
い
ま
す
。
右
傍
線
は
原
文
マ
マ
、（　
　

）
内
の
字
句
は
注
釈
、
恣
意
に
歴

史
的
仮
名
遣
い
で
ル
ビ
を
附
け
、
適
宜
に
引
用
符
を
加
え
て
お
き
ま
す
。

　

顚て
ん

倒た
う

し
て
（
＝
語
順
を
入
れ
換
え
て
）
支し

那な

文ぶ
ん

（
＝
漢
文
）
を
読
む
べ
く
ば
、

独ド
イ
ツ逸
文
も
争い
か

で
か
顚
倒
し
て
読
む
べ
か
ら
ざ
ら
む
。
若も
し

「
日
月
隠
曜
、
山
岳
潜

形
、
商
旅
不
行
、
檣
傾
檝
摧
」
を
「
日
月
ひ
か
り
を
か
く
し
、
山
岳
か
た
ち
を

ひ
そ
め
、
商
旅
ゆ
か
ず
、
檣
か
た
ぶ
き
檝
く
だ
け
た
り
」
と
読
む
べ
く
ば
、

“Es laechelt der See, er ladet zum
 Bade, D

er K
nabe schlief ein am

 
gruenen 

Gestade

”を
も
「
で
る
ぜ
え
わ
ら
ひ
、
ば
あ
ど
を
す
ゝす

む
、
で
る

く
な
あ
べ
み
ど
り
の
げ
す
た
あ
で
に
ね
ふぶ

り
ぬ
」
と
も
読
む
べ
き
な
ら
む
。
唯た
だ

熟よ

く
外
国
の
文
を
味あ
ぢ
はは
む
と
お
も
ふ
も
の
は
、
原
音
の
ま
ま
に
て
真ま
つ

直す
ぐ

に
読よ
み

下く
だ

す
べ
き
の
）
8
（

み
。

　　

甚
だ
面
白
い
一
節
で
、
鷗
外
は
、
漢
文
訓
読
式
に
ド
イ
ツ
語
を
訓
読
し
て
み
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
文
訓
読
が
い
か
に
不
自
然
な
読
み
方
で
あ
る
か
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。
漢
文
「
日
月
隠
曜
…
…
」
は
、
名
文
と
し
て
知
ら
れ
る
〔
宋
〕
范

は
ん
ち

仲ゆ
う

淹え
ん

「
岳が
く

陽よ
う

楼ろ
う

記の
き

」
の
一
）
9
（

節
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
語
“Es laechelt..., D

er K
nabe...

”は
、
シ
ラ

ーJ. C. Friedrich von Schiller 

（1759︲1805

）
の
名
高
い
戯
曲
『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
テ
ル
』W

ilhelm
 

T
ell

の
冒
頭
、
す
な
わ
ち
第
一
幕
第
一
場
の
最
初
の
二
行

で
す
。

　

漢
文
の
う
ち
、
右
傍
線
の
附
い
た
「
日に

ち

月げ
つ

」「
山さ
ん

岳が
く

」「
商し
や

旅う
り
よ」「
檣し
や
う」「
檝し
ふ

」
は
、

い
ず
れ
も
音
読
み
の
語
、
つ
ま
り
中
国
語
の
発
音
が
日
本
風
に
訛な

ま

っ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
に
対
応
し
て
、
右
傍
線
が
加
え
ら
れ
た
ド
イ
ツ
語
の
「
で
る
ぜ
え
」「
ば
あ
）
₁₀
（

ど
」
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い
ず
れ
も
意
味
が
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
、
つ
ま
り
日
本
語
と
し
て
ま
っ
た
く
通
用
せ

ず
、
よ
ほ
ど
ド
イ
ツ
語
に
慣
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
や
、
た
と
え
慣
れ
て
い
た
と
し

て
も
、「
で
る
ぜ
え
」「
で
る
く
な
あ
べ
」
の
「
で
る
」
が
ド
イ
ツ
語
の
定
冠
詞

〈der

〉
だ
と
見
抜
け
な
け
れ
ば
、
何
が
何
や
ら
理
解
で
き
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。

　

で
は
、
第
二
段
階
と
し
て
、
今
度
は
書
き
下
し
文
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ

も
ド
イ
ツ
語
に
は
書
き
下
し
文
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
は
語
順
を
入
れ
換

え
て
読
ん
だ
結
果
、
す
な
わ
ち
鷗
外
が
記
し
た
読
法
を
書
き
下
し
文
と
し
て
扱
い
ま

す
。

日に
ち

月げ
つ

曜ひ
か
りを

隠か
く

し
、
山さ
ん

岳が
く

形か
た
ちを

潜ひ
そ

め
、
商
し
や
う

旅り
よ

行ゆ

か
ず
、
檣
し
や
う

傾か
た
ぶき

檝げ
き

摧く
だ

け
た
り
。

で
る
ぜ
え
わ
ら
ひ
、
ば
あ
ど
を
す
ゝす

む
、
で
る
く
な
あ
べ
み
ど
り
の
げ
す
た
あ

で
に
ね
ふぶ

り
ぬ

　

鷗
外
の
示
し
た
漢
文
の
書
き
下
し
文
は
、
訓
読
み
の
語
す
な
わ
ち
和
語
を
す
べ
て

平
仮
名
で
表
記
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
穏
や
か
め
か
し
た
見
か
け
に
幻
惑
さ
れ
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
右
の
よ
う
に
、
訓
読
み
に
も
漢
字
を
用
い
て
「
曜ひ
か
り」「

隠か
く

す
」

「
形か

た
ち」「

潜ひ
そ

む
」「
行ゆ

く
」「
傾か
た
ぶく

」「
摧く
だ

く
」
の
ご
と
く
記
せ
ば
、
立
派
に
日
本
語
と

し
て
成
立
し
ま
す
。
否
定
の
副
詞
「
不
」
だ
け
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
充
て

て
読
む
た
め
、
仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。

　

と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
語
の
訓
読
文
「
で
る
ぜ
え
わ
ら
ひ
、
ば
あ
ど
を
す
ゝす

む
、
で

る
く
な
あ
べ
み
ど
り
の
げ
す
た
あ
で
に
ね
ふぶ

り
ぬ
」
は
、
や
は
り
意
味
不
明
の
ま
ま

で
す
。
な
る
ほ
ど
、「
わ
ら
ふ
」「
す
す
む
」「
み
ど
り
の
」「
ね
ぶ
り
ぬ
」
は
、
い
ず

れ
も
日
本
語
で
す
か
ら
、
意
味
は
了
解
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
語
を

日
本
語
に
訳
し
た
語
句
だ
か
ら
こ
そ
わ
か
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
ド
イ
ツ
語
を
訓

同
じ
く
邪
道
そ
の
も
の
、
漢
文
の
読
み
方
と
し
て
、
と
う
て
い
認
め
ら
れ
る
わ
け
が

あ
り
ま
せ
ん
。
鷗
外
の
主
張
に
は
、
そ
れ
な
り
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
て
よ
い
は

ず
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
何
か
騙だ

ま

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
の
も
た
し
か

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
漢
文
訓
読
と
ド
イ
ツ
語
訓
読
が
ま
っ
た
く
同
じ
は
ず
は
な

い
、
と
。
そ
こ
で
、
気
を
取
り
直
し
、
改
め
て
両
者
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
と
し
ま

す
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
単
語
に
日
本
語
を
充
て
、
原
文
の
語
順
を
日
本
語
の
語
順
に
入
れ

換
え
る

―
こ
の
二
つ
の
作
業
は
、
紛
れ
も
な
く
両
者
に
共
通
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
結
果
と
し
て
大
き
な
差
異
が

生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

第
一
段
階
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訓
読
の
な
か
で
、
鷗
外
が
右
傍
線
を
附
け
た
語

句
を
再
掲
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

日に
ち

月げ
つ　

山さ
ん

岳が
く　

商し
や

旅う
り
よ
　

檣し
や
う
　

檝し
ふ

で
る
ぜ
え　

ば
あ
ど　

で
る
く
な
あ
べ　

げ
す
た
あ
で

　　

日
本
風
に
訛
っ
た
発
音
で
漢
文
・
独
文
を
読
ん
で
い
る
点
は
、
た
し
か
に
共
通
し

て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
各
語
句
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
と
し
て
使
え
る
か
ど
う
か
と

な
れ
ば
、
雲
泥
の
差
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。「
日
月
」「
山
岳
」
は
日
本

語
の
常
用
語
彙
で
す
し
、「
商
旅
」
も
、
字
面
を
見
れ
ば
、
お
お
よ
そ
の
意
味
は
見

当
が
つ
く
。
さ
す
が
に
「
檣
」「
檝
」
は
難
し
い
で
す
が
、
そ
れ
は
音
読
み
し
て
い

る
か
ら
で
、「
檣

ほ
ば
し
ら

」「
檝か
ぢ

」
と
訓
読
み
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
意
味
が
了
解
で
き
る
は

ず
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
で
る
ぜ
え
」「
ば
あ
ど
」「
で
る
く
な
あ
べ
」「
げ
す
た
あ
で
」
は
、
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

breakfast

〉
を
頻
繁
に
使
っ
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
一
部
で
〈before breakfast

〉

が
英
語
の
表
現
に
昇
格
し
た
の
も
一
種
の
借
用
現
象
で
す
。
日
本
の
「
柿
」
が
イ
タ

リ
ア
に
輸
入
さ
れ
、
初
め
は
日
本
語
の
ま
ま
〈c

カ

キ

achi

〉
と
呼
ん
で
い
た
も
の
の
、

語
尾
〈-i

〉
が
イ
タ
リ
ア
語
で
は
複
数
形
に
聞
こ
え
る
た
め
、「
柿
」
一
個
の
と
き

は
〈c

カ

コ

aco

〉
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
自
国
語
へ
の
加
工
の
結
果
で
し
ょ
う
。

む
ろ
ん
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
ど
う
し
で
も
、
こ
う
し
た
借
用
は
枚
挙
に
遑い

と
まな
し
。
た
と

え
ば
英
語
の
言
い
回
し
〈it goes w

ithout saying that...

〉（
〜
は
言
う
ま
で
も

な
い
）
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
〈il va sans dire que...

〉
の
直
訳
表
現
で
あ
る
こ
と
は
、

誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
語
彙
・
表
現
を
文
字
・
表
記
も
ろ
と
も
借
用
し
た
の
か
と
な
れ
ば
、

話
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。「
空
手
」「
津
波
」
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
〈karate

〉

〈tsunam
i

〉
に
姿
を
変
え
て
い
ま
す
し
、
ア
メ
リ
カ
人
が
「
朝
飯
前
」
を
そ
の
ま

ま
記
し
、
語
順
を
入
れ
換
え
て
「
朝ブ

レ
ク
フ
ア
ス
ト
ビ
フ
オ
ー

―
巴

飯

前
蚤

」
と
読
む
こ
と
な
ぞ
想
像
も
で
き

ま
せ
ん
。「
柿
」
も
、
単
数
形
〈caco

〉
に
せ
よ
、
複
数
形
〈cachi

〉
に
せ
よ
、
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
綴
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
決
し
て
〈un

柿o

〉（
柿
一
個
）

だ
の
〈tre

柿i

〉（
柿
三
個
）
だ
の
と
は
記
し
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
語
〈il va sans 

dire que...

〉
を
そ
の
ま
ま
英
語
で
〈il va sans dire que...

〉
と
発
音
す
る
こ
と

な
ど
考
え
ら
れ
も
し
な
い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
奇
妙
な
借
用
を
、
私
た
ち
日
本
人
は
漢
字
・
漢
語

に
対
し
て
大
量
に
、
組
織
的
に
行
っ
た
の
で
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
漢

字
・
漢
語
が
日
本
語
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を

《
文
字
・
語
彙
大
量
借
用
律
》
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

し
か
も
、
そ
こ
に
は
漢
字
な
ら
で
は
の
特
殊
事
情
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

原
則
と
し
て
、
一
つ
の
文
字
が
そ
の
ま
ま
一
つ
の
単
語
に
、
い
や
、
た
い
て
い
は
二

つ
以
上
の
単
語
に
相
当
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
学
ぶ
側
か
ら
す
れ
ば
、
な
か
な

イ
ツ
ト
ゴ
ウ
ズ
ウ
イ
ズ
ア
ウ
ト
セ
イ
イ
ン
グ
ザ
ツ
ト

読
み
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈laecheln

〉（〈laechelt

〉
の
原
形
）
を

「l
わ

ら
aecheln

ふ
」
と
訓
ず
る
習
慣
は
な
く
、〈laden

〉（〈ladet

〉
の
原
形
）
を

「l

す

す

aden
む
」
と
訓
読
み
す
る
約
束
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く
〈gruenen

〉
を

「g

み

ど

り

ruenen
の
」
と
発
音
す
る
習
慣
も
な
け
れ
ば
、〈einschlafen

〉（〈schlief ein

〉

の
原
形
）
を
「e

ね

ぶ

inschlafen

る
」
と
読
む
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
漢
字
・
漢
語
と

異
な
り
、
ド
イ
ツ
語
の
語
句
に
は
、
訓
読
み
が
存
在
し
な
い
の
で
）
₁₁
（
す
。

　

以
上
で
、
漢
文
訓
読
と
ド
イ
ツ
語
訓
読
と
の
相
違
は
明
ら
か
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

漢
字
・
漢
語
は
、
音
読
み
す
る
に
せ
よ
、
訓
読
み
す
る
に
せ
よ
、
字
面
そ
の
ま
ま
に

日
本
語
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
語
の
単
語
は
、
日
本

語
に
訳
し
て
、
漢
字
ま
た
は
仮
名
で
表
記
し
な
け
れ
ば
、
と
て
も
日
本
語
と
し
て
通

じ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
漢
文
の
語
彙
は
、

そ
の
ま
ま
日
本
語
と
し
て
採
用
で
き
る
が
、
ド
イ
ツ
語
の
語
彙
は
、
日
本
語
に
訳
し

て
、
日
本
語
の
表
記
に
馴
染
む
よ
う
加
工
を
施
さ
な
け
れ
ば
、
と
て
も
日
本
語
に
な

ら
な
い
、
と
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
事
情
は
、
独
文
訓
読
の
み
な
ら
ず
、
実
は
蘭
文

訓
読
・
英
文
訓
読
な
ど
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
漢
文
訓
読
が
可
能
に
な
っ
た
根
底
的
な
条
件
は
明
ら

か
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
中
国
の
漢
字
・
漢
語
を
大
量
に
借
用
し
て
、
日
本
語
の
語

彙
と
す
る
と
同
時
に
、
日
本
語
を
表
記
す
る
文
字
と
し
て
も
用
い
よ
う
と
し
た
決
意
、

す
な
わ
ち
漢
字
・
漢
語
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
せ
ん
と
す
る
意
志
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。

　

外
国
語
の
借
用
そ
の
も
の
は
、
あ
り
ふ
れ
た
現
象
で
、
お
そ
ら
く
ど
の
言
語
に
も

見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
自
国
語
に
合
う
よ
う
に
使
い
こ
な
す
の

も
、
決
し
て
珍
し
い
現
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
「
空
手
」「
津
波
」
な
ど
は
、

そ
の
ま
ま
英
語
〈karate

〉〈tsunam
i

〉
と
し
て
立
派
に
通
用
し
ま
す
し
、
日
本
の

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
（
こ
れ
も
英
語
か
ら
の
借
用
語
）
が
「
朝
飯
前
」
の
直
訳
〈before 
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組
み
合
わ
せ
を
記
憶
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
英
語
は
、
発
音
と
綴
り
の
対
応
が

混
乱
を
き
わ
め
て
い
る
た
め
、
発
音
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
正
確
に
綴
れ
る
保
証

は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
ど
う
か
。
ち
ょ
っ
と
英
語
が
で
き
る
人
な
ら

ば
、〈laugh

〉
を
〈lauf

〉
だ
の
、〈height

〉
を
〈hight

〉
だ
の
と
綴
り
は
し
な

い
で
し
ょ
う
し
、〈doctor

〉
や
〈prior

〉
を
〈docter, 

prier

〉
と
記
す
こ
と
も

な
い
で
し
ょ
う
。
何
事
も
、
や
る
気
さ
え
あ
れ
ば
何
と
か
な
る
。
ま
さ
に
〈W

here 
thereʼs a w

ill, thereʼs a w
ay.

〉
で
す
。

　

す
で
に
日
本
語
の
表
記
体
系
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
う
え
に
英
語
を
学
ぶ
場
合
で

も
、
こ
う
し
た
実
情
な
の
で
す
か
ら
、
ま
し
て
や
自
ら
の
日
本
語
を
表
記
す
る
文
字

と
し
て
漢
字
を
学
び
、
漢
語
を
も
語
彙
に
加
え
よ
う
と
し
た
日
本
人
に
と
っ
て
、
習

得
の
苦
労
な
ぞ
何
の
そ
の
、
ひ
た
す
ら
漢
字
を
学
び
、
ど
し
ど
し
漢
語
を
語
彙
に
加

え
て
い
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

漢
字
を
日
本
語
の
表
記
文
字
と
し
て
大
量
に
借
用
し
、
な
お
か
つ
、
漢
語
を
も
日

本
語
の
語
彙
と
し
て
大
量
に
借
用
し
よ
う
と
決
意
し
た
こ
と

―
こ
の
《
文
字
・
語

彙
大
量
借
用
律
》
こ
そ
が
漢
文
訓
読
を
支
え
る
基
底
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い

で
し
ょ
う
。

二
　
発
　
　
音

　

大
量
の
漢
字
・
漢
語
を
借
用
し
よ
う
と
決
意
し
た
日
本
人
の
ま
え
に
立
ち
は
だ
か

っ
た
の
は
、
発
音
の
問
題
で
す
。
漢
字
は
表
意
文
字
と
は
い
え
、
意
味
だ
け
わ
か
っ

て
発
音
で
き
な
い
の
で
は
、
甚
だ
精
神
衛
生
に
悪
い
。
日
本
人
は
、
こ
の
問
題
に
対

し
て
二
種
の
方
法
で
立
ち
向
か
い
ま
し
た
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
音
読
み
と
訓
読
み
で

す
。

か
有
利
な
条
件
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、「
書
」
と
い
う
字
を
覚
え
れ
ば
、

「
か
く
」「
ほ
ん
」「
て
が
み
」（=w

rite, book, letter

）
な
ど
の
意
味
を
書
き
表
す

こ
と
が
で
き
ま
す
し
、「
我
」
を
習
え
ば
、「
わ
れ
は
」「
わ
が
」「
わ
れ
を
」（=I, 

m
y, 

m
e

）
の
い
ず
れ
を
も
書
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、
字
を
学
ん
だ
だ

け
で
は
語
彙
が
足
り
ず
、「
書
」
な
ら
ば
、「
書
写
」「
書
籍
」「
書
簡
」
な
ど
の
熟
語

も
覚
え
る
必
要
が
あ
り
、「
我
」
に
つ
い
て
も
、
他
の
一
人
称
代
名
詞
「
吾
」「
予
」

「
余
」
や
「
朕
」
を
わ
き
ま
え
た
う
え
で
、「
我
欲
」「
吾
人
」「
余
輩
」
な
ど
の
熟
語

を
も
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
漢
字
は
数
が
多
く
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ

た
熟
語
も
膨
大
な
数
に
達
し
ま
す
。
加
え
て
、「
不
得
已
」（
不
覗

得
覗

已ム
ヲ＝
已や

む
を
得え

ず
）
の
よ
う
に
三
字
か
ら
成
る
表
現
も
あ
り
ま
す
し
、「
傍
若
無
人
」（
傍ラ
ニ

若シ

覗

無キ
ガ覗

人
＝
傍か
た
はら

に
人ひ
と

無な

き
が
若ご
と

し
）
の
よ
う
な
四
字
成
語
も
多
数
に
の
ぼ
り
ま
す
。

し
か
し
、
漢
字
を
日
本
語
の
表
記
に
用
い
、
そ
の
語
彙
を
も
借
用
し
よ
う
と
決
め
た

か
ら
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
苦
し
か
ろ
う
と
、
日
本
人
は
漢
字
・
漢
語
の
習
得
に
励
ん
だ

は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
漢
字
・
漢
語
を
習
得
す
る
負

担
は
、
今
日
の
私
た
ち
が
想
像
す
る
ほ
ど
重
く
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
日
、
英
語
を
習
得
す
る
の
は
、
た
し
か
に
難
し
い
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
二
十
六

字
を
覚
え
た
と
て
、
英
語
で
一
字
が
そ
の
ま
ま
一
単
語
に
な
る
の
は
、〈a
〉（
不
定

冠
詞
）、〈I

〉（
一
人
称
代
名
詞
）、〈O

〉（
感
嘆
詞
「
あ
あ
、
お
お
」）
く
ら
い
な
も

の
、
無
理
を
し
て
も
〈Z

〉（
鼾い
び
きの

音
）
ま
で
含
め
る
の
が
や
っ
と
で
し
ょ
う
。
Ｅ

メ
ー
ル
で
用
い
るCU
L

（=see 
you 

later

）
のC

（=see

）
やU

（=you

）
の

類
を
正
式
の
単
語
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
ま
い
。
ま
た
π
（
円
周
率
）
や
ｅ

（
自
然
対
数
の
底
）
な
ど
の
記
号
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、Q

（=question

）and 
A

（= answ
er

）
やthe three Rʼs

（= reading, w
riting, arithm

etic

／
い
わ
ゆ

る
「
読
み
書
き
算
盤
」）
に
見
ら
れ
る
略
号
〈Q

, A
, R

〉
の
類
も
、
や
は
り
正
規
の

単
語
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
単
語
を
覚
え
る
に
は
、
そ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

　
『
源
氏
物
語
』
少を
と
め女
巻
に
、
光
源
氏
が
元
服
し
た
息
子
の
夕
霧
を
大
学
寮
に
入
れ

て
漢
学
を
修
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
光
源
氏
は
、
夕
霧
を
右
の

よ
う
な
厳
し
い
漢
学
の
修
業
に
さ
ら
そ
う
と
決
意
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
な
ほ

才ざ
え

を
も
と
と
し
て
こ
そ
、
大や
ま
と和
魂だ
ま
し
ひの
世
に
用
ゐ
ら
る
る
方か
た

も
強
う
侍は
べ

ら
）
₁₄
（
め
」
と
い

う
考
え
か
ら
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、
遣
唐
使
が
八
三
八
年
の
派
遣
を
最
後
と
し
て
、
八
九
四
年
に
は
制
度

そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
、
中
国
人
の
音
博
士
の
人
材
確
保
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、

次
第
に
中
国
語
の
発
音
が
怪
し
く
な
っ
て
い
っ
た
の
は
避
け
が
た
い
事
態
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
唐
に
留
学
し
た
学
僧
・
学
生
た
ち
の
発
音
も
、
し
だ
い
に
日
本
風
に

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に
は
一
一
七
七
年
の
京
都
大
火

で
大
学
寮
も
焼
失
し
た
結
果
、
日
本
人
は
中
国
語
の
発
音
を
学
ぶ
公
的
な
場
を
失
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
日
本
人
と
は
言
っ
て
も
、
ほ
ぼ
貴
族
に
限
ら
れ
る
話

で
、
そ
の
後
、
日
宋
貿
易
の
ル
ー
ト
な
ど
を
通
じ
て
、
中
国
に
渡
っ
た
僧
侶
た
ち
も

い
た
わ
け
で
す
が
。

　

け
れ
ど
も
、
推
測
す
る
に
、
漢
字
の
発
音
は
、
ず
っ
と
早
く
か
ら
、
お
そ
ら
く
は

中
国
語
の
発
音
を
習
う
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
す
で
に
発
音
の
日
本
化
が
始
ま
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
現
代
の
我
々
が
英
語
の
単
語
を
ど
の
よ
う

な
発
音
で
借
用
し
て
い
る
か
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
地
名
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
」
で
す
。
我
々
は
英
語
の
知

識
と
し
て
〈California

〉
が/kæ`

ləfɔ́:rnja/

と
強ス
ト

弱レ
ス

ア
ク
セ
ン
ト
を
以
て
発
音
さ

れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
英
文
を
読
ん
で
い
る
な
か
で
〈California

〉
が
出
て

く
れ
ば
、
当
然

―
上
手
か
下
手
か
は
さ
て
お
き

―/kæ`
ləfɔ́:rnja/

と
発
音
し

ま
す
。
実
際
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、/kæ`

ləfɔ́:rnja/

の
第
一
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か

れ
る/fɔ́:r/
は
か
な
り
強
く
、
あ
る
若
い
ア
メ
リ
カ
人
女
性
に
出
身
地
を
尋
ね
た
と

き
、
そ
の
女
性
の
答
え
は
、
早
口
で
あ
っ
た
せ
い
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど/fɔ́:r/

し
か

ア
　
音
読
み

　

漢
字
・
漢
語
を
大
量
に
借
用
し
よ
う
と
決
め
た
以
上
、
ま
ず
は
漢
字
・
漢
語
を
学

ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
学
ぶ
か
ら
に
は
、
な
る
べ
く
中
国
語
の
原
音

に
忠
実
な
発
音
を
心
が
け
る
の
が
、
今
日
の
常
識
に
照
ら
し
て
も
当
然
の
こ
と
で
し

ょ
う
。
実
際
、
古
人
は
、
中
国
人
の
先
生
か
ら
発
音
を
習
い
、
日
本
人
の
先
生
か
ら

解
釈
を
学
ん
で
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
教
師
に
つ

い
て
発
音
を
教
わ
り
、
日
本
人
の
教
師
か
ら
解
釈
を
説
明
し
て
も
ら
う

―
こ
れ
は

現
代
の
外
国
語
教
育
と
ま
っ
た
く
同
じ
と
言
っ
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　

具
体
的
に
は
、
律
令
制
の
も
と
で
存
在
し
た
大
学
寮
と
い
う
官
僚
養
成
機
関
で
の

話
で
す
。
音こ

え

博の
は

士か
せ

と
呼
ば
れ
る
中
国
人
の
教
員
が
発
音
を
教
え
、
日
本
人
の
教
員
が

解
釈
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
遣
隋
使
・
遣
唐
使
の
派
遣
に
よ
り
、
こ
の
正
式
な
外

交
ル
ー
ト
を
通
じ
て
中
国
人
教
員
を
確
保
で
き
た
の
で
）
₁₂
（

す
。

　

大
学
寮
で
は
、
厳
し
い
試
験
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
発
音
に
つ
い
て
は
、
帖

じ
よ
う

経け
い

と
呼
ば
れ
る
試
験
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
帖
経
と
は
、
経け
い

書し
よ

（
儒
教
の
聖
典
に
当
た
る

書
物
）
の
一
部
を
附
箋
で
隠
し
、
そ
の
隠
さ
れ
た
文
字
を
答
え
さ
せ
る
試
験
で
す
。

経
書
の
な
か
か
ら
一
千
字
を
選
ん
で
、
そ
の
う
ち
の
三
字
を
隠
し
、
そ
れ
を
中
国
語

で
正
確
に
暗
誦
で
き
る
か
が
試
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
解
釈
に
つ
い
て
は
、
二
千
字

の
な
か
か
ら
一
箇
所
を
選
び
、
そ
の
大
意
を
正
し
く
説
明
で
き
る
か
が
問
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
三
題
を
課
し
、
全
問
ま
た
は
二
題
が
正
解
な
ら
ば
合
格
で
す
が
、、

一
題
し
か
で
き
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
三
題
す
べ
て
が
不
正
解
な
ら
ば
、
そ
の
怠

け
具
合
に
応
じ
て
笞む

ち

打
ち
の
罰
が
科
さ
れ
ま
）
₁₃
（
す
。
も
し
今
日
の
大
学
で
こ
の
よ
う
な

試
験
を
実
施
し
た
ら
、
文
字
ど
お
り
の
大
騒
ぎ
、
た
ぶ
ん
漢
文
の
担
当
教
員
は
血
祭

り
に
上
げ
ら
れ
、
有
無
を
言
わ
せ
ず
懲
戒
解
雇
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

う
の
が
ふ
つ
う
か
と
見
受
け
ま
す
。

　

右
と
似
た
よ
う
な
事
情
が
漢
字
・
漢
語
の
発
音
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
中
国
語
の
発
音
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
具
合
が
悪

い
。
中
国
語
と
し
て

0

0

0

0

0

0

発
音
を
学
ぶ
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
中
国
語
の
発
音
を
正
確
に
再

現
し
よ
う
と
努
め
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
漢
語
を
日
本
語
の
語
彙
と
し
て
借

用
し
よ
う
と
決
意
し
た
以
上
、
日
本
語
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

当
然
の
ご
と
く
日
本
風
の
発
音
に

改
め
て
口
に
し
た
も
の
と
推
測
し
ま
す
。

　

こ
の
推
測
を
強
く
す
る
の
は
、
現
今
の
地
図
帳
に
お
け
る
中
国
の
地
名
の
表
記
で

す
。
何
と
か
現
代
中
国
語
の
標
準
語
（
い
わ
ゆ
る
普プ

ー
ト
ン
ホ
ワ

通
話
）
に
近
づ
け
よ
う
と
片
仮

名
表
記
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
該
当
す
る
漢
字
が
後
方
の
カ
ッ
コ
内
に
添
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
片
仮
名
表
記
は
、
原
音
に
は
程
遠
い
日
本
風
そ
の

も
の
の
発
音
を
何
の
工
夫
も
な
く
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
ま
っ
た
く
役
に
立
ち
ま
せ

ん
。/n/

と/ng/

の
区
別
も
な
く
、「
山
東
」Shan ¹dong ¹

や
「
南
昌
」

N
an ²chang ¹

を
、「
シ
ャ
ン
ト
ン
」
だ
の
「
ナ
ン
チ
ャ
ン
」
だ
の
と
発
音
し
て
み
て

も
、
決
し
て
中
国
人
に
は
通
じ
な
い
で
し
ょ
う
。「
成
都
」
の
「
成
」Cheng ²

と

「
重
慶
」
の
「
重
」Chong ²

は
、
互
い
に
発
音
が
異
な
る
の
に
、
い
ず
れ
も
「
チ
ョ

ン
」
と
記
し
、「
成
都
」
が
「
チ
ョ
ン
ト
ゥ
ー
」、「
重
慶
」
が
「
チ
ョ
ン
チ
ン
」
で

は
、
中
国
語
も
何
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
「
成
都
」
が
「
チ
ョ
ン
ツ

ー
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
え
ば
、「
都
」du ¹

が
「
ツ
ー
」
か
ら
「
ト
ゥ
ー
」

に
な
っ
た
だ
け
進
歩
し
た
と
も
言
え
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
中
国
人
に
通
じ
な
い
点
で

は
五
十
歩
百
歩
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
何
と
か
標
準
中
国
語
音
に
近
く
表
記
し
よ
う

と
す
る
方
針
が
一
貫
し
て
い
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、「
北
京
」Bei ³jing ¹

や
「
南

京
」N

an ²jing ¹

は
、
昔
な
が
ら
に
「
ペ
キ
ン
」「
ナ
ン
キ
ン
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
何
を
か
言
わ
ん
や
で
す
。
ど
う
せ
通
じ
な
い
ま
で
も
、
せ
め
て
基
本
方

針
に
殉
じ
て
（「
準
じ
て
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）、「
北
京
」
は
「
ペ
イ
チ
ン
」、「
南

聞
こ
え
ず
、〈California

〉
だ
と
わ
か
る
ま
で
数
秒
を
要
し
た
経
験
も
あ
り
ま
す
。

英
語
の
強
弱
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
日
本
人
の
耳
に
は
甚
だ
聴
き
取
り
づ
ら
い
の
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
日
本
語
の
な
か
で
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
」
を
言
う
と
き
は
、
ど
う
で

し
ょ
う
か
。「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
ワ
イ
ン
造
り
が
盛
ん
ら
し
い
」
と
い
う
一
文

を
口
に
す
る
と
き
、「/kæ`

ləfɔ́:rnja/

で
は
…
…
」
と
発
音
す
る
で
し
ょ
う
か
。
英

米
人
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
で
あ
れ
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
日
本
人
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ

ど
英
語
が
達
者
で
あ
ろ
う
と
、
日
本
語
に
な
じ
む
よ
う
母
音
を
差
し
挟
み
、
高ピ

ツ
チ低

ア

ク
セ
ン
ト
を
用
い
て
、
誰
も
が
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア/kariforunia/

で
は
…
…
」

（
左
傍
線=

低
、
右
傍
線=

高
）
と
発
音
す
る
で
し
ょ
う
。「
フ
ォ
」
が
不
得
意
な

人
な
ら
ば
、「
カ
リ
ホ0

ル
ニ
ア
」
と
言
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
末
尾
の
「
ア
」
を
露

骨
に
「
ヤ
」
と
発
音
す
る
向
き
も
多
い
で
し
ょ
う
。
実
際
、
そ
れ
で
も
日
本
語
と
し

0

0

0

0

0

て
は

0

0

十
分
に
通
じ
る
の
で
す
。「
ワ
イ
ン
」
の
よ
う
な
短
い
単
語
で
さ
え
、
日
本
語

の
な
か
で
発
音
す
る
と
な
れ
ば
、/w

áin/

で
は
な
く
、/

Φáiŋ/

の
ご
と
く
発
音
し

て
い
る
人
が
大
半
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
語
頭
の/w

/
で
し
っ
か
り
唇
を
丸
め

な
い
た
め
、
何
と
な
く/w

/

と/h/

の
中
間
の
よ
う
な
音/

Φ/
に
な
り
、
語
末
の

/n/

も
つ
い
鼻
に
抜
け
て/ŋ/

と
な
っ
て
し
ま
う

―
明
治
維
新
か
ら
約
百
五
十
年

を
経
て
も
、
こ
れ
が
日
本
人
の
日
本
語
と
し
て

0

0

0

0

0

0

話
す
英
語
の
実
情
か
と
思
い
ま
す
。

　

右
は
、
外
国
語
か
ら
の
借
用
語
す
な
わ
ち
外
来
語
に
あ
ま
ね
く
共
通
す
る
事
情
だ

ろ
う
と
考
え
ま
す
。「
ア
ル
バ
イ
ト
」
が
ド
イ
ツ
語A

rbeit 

だ
と
わ
か
っ
て
い
て

も
、
誰
も
日
常
会
話
の
な
か
で/árbait/

と
は
発
音
し
ま
せ
ん
。
母
音/u/

や/o/ 

を
補
い
、
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
で
「
ア
ル
バ
イ
ト/arubaito/

」
と
発
音
し
て
こ
そ
日

本
語
の
生
理
に
合
う
わ
け
で
す
。
朝
鮮
民
族
の
漬
け
物
〈
김キ

ム

치チ

〉
も
然し
か

り
。
唐
辛
子

で
真
っ
赤
に
漬
け
込
ま
れ
た
白
菜
キ
ム
チ
を
食
べ
な
が
ら
、/gim

chʼi/

と
発
音
す

る
向
き
は
皆
無
で
し
ょ
う
。
破
裂
音
を
語
頭
に
も
用
い
、
さ
ら
に
母
音/u/

を
も

補
っ
て
「
キ
ム
チ/kʼim

uchi/

」（
敢
え
て
ハ
ン
グ
ル
で
記
せ
ば
〈
키キ

무ム

치チ

〉）
と
言
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
訓
読
み
と
い
う
言
語
現
象
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
性
質
を
帯
び

て
い
る
の
で
す
。
漢
字
と
い
う
外
国
語
の
単
語
を
持
ち
来
た
っ
て
、
そ
れ
に
相
当
す

る
自
国
語
の
単
語
を
探
す

―
要
す
る
に
、
外
国
語
を
自
国
語
に
翻
訳
す
る
わ
け
で

す
か
ら
、
こ
こ
ま
で
は
、
ど
の
言
語
に
も
見
ら
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
作
業
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
そ
の
自
国
語
の
単
語
を
、
当
の
外
国
語
の
単
語
の
読
み
と
し
て
、
つ
ま
り
発

音
と
し
て
も
用
い
る

―
こ
れ
が
訓
読
み
の
特
殊
性
な
の
で
す
。

　

朝
鮮
民
族
は
、
日
本
と
同
じ
く
、
中
国
か
ら
大
量
の
漢
字
・
漢
語
を
借
用
し
ま
し

た
。
現
在
の
朝
鮮
半
島
は
、
ほ
ぼ
ハ
ン
グ
ル
の
専
用
状
態
で
す
が
、
も
と
漢
語
で
あ

っ
た
単
語
を
漢
字
で
表
記
す
れ
ば
、
そ
の
比
率
は
、
日
本
語
に
お
け
る
漢
語
の
比
率

を
も
上
回
る
と
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
旅
行
で
ソ
ウ
ル
を
訪
ね
た
経
験
が
あ
れ

ば
、
誰
し
も
「
な
ぜ
漢
字
で
書
い
て
く
れ
な
い
の
か
」
と
嘆
い
た
経
験
が
あ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
事
実
、
ハ
ン
グ
ル
で
「
약
」
だ
の
「
은
행
」
だ
の
と
書
か
れ
た
看
板
を

見
て
も
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
す
が
、
も
し
漢
字
で
「
薬
」「
銀
行
」
と
記
し
て
あ

れ
ば
、
す
ぐ
「
あ
そ
こ
が
薬
局
だ
な
」「
こ
っ
ち
が
銀
行
か
」
と
わ
か
り
ま
す
。
ま

た
、「
소
화
기
」
で
は
、
何
の
こ
と
や
ら
わ
か
ら
な
く
と
も
、「
消
火
器
」
と
書
い
て

お
い
て
く
れ
れ
ば
、
見
た
と
た
ん
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
で
赤
い
箱
に
入
っ
て
い
る

ん
だ
な
」
と
納
得
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
例
は
、
枚
挙
に
遑い

と
まが

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ほ
ど
日
本
と
朝
鮮
半
島
に
共
通
す
る
漢
字
・
漢
語
は
多
い
の
で
す
。
今
は
ハ
ン

グ
ル
に
身
を
や
つ
し
て
い
る
か
ら
、
わ
か
ら
な
い
だ
け
の
こ
と
。
せ
め
て
ハ
ン
グ
ル

に
漢
字
を
添
え
て
く
れ
れ
ば
、
私
た
ち
日
本
人
の
韓
国
旅
行
も
、
ず
い
ぶ
ん
気
安
い

も
の
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、「
약ヤ

ク

」「
은ウ
ン

행ヘ
ン

」
や
「
소ソ

화ホ
ワ

기ギ

」
が
、

あ
く
ま
で
「
薬
」「
銀
行
」
そ
し
て
「
消
火
器
」
の
音
読
み
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
も
「
薬ヤ

ク

」「
銀ギ
ン

行コ
ウ

」「
消シ
ヨ

火ウ
カ

器キ

」
と
音
読
み
す
る
こ
と
は
可
能
で

す
が
、
同
時
に
、「
薬く

す
り」「

銀
し
ろ
が
ね
ノ

行み
せ

」「
消け
ス

覗

火ひ
ヲ

器か
ら
く
り」

の
ご
と
く
、
漢
字
そ
れ
ぞ
れ
に

京
」
は
「
ナ
ン
チ
ン
」
と
記
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
ま
で
中
国

語
の
発
音
記
号
に
数
字
番
号
を
附
け
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
中
国
語
に
は
屈
曲
に

富
ん
だ
第
一
声
〜
第
四
声
の
声ト

ー
ン調

、
い
わ
ば
旋メ
ロ
デ
イ
ー律

ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
れ
を

正
確
に
守
り
つ
つ
発
音
し
な
け
れ
ば
、
ま
っ
た
く
中
国
語
と
し
て
体て

い

を
成
し
ま
せ
ん
。

こ
の
点
で
も
、
中
国
語
の
片
仮
名
表
記
に
は

―
取
り
立
て
て
種
々
の
工
夫
を
凝
ら

さ
な
け
れ
ば

―
根
本
的
な
限
界
が
あ
る
の
で
）
₁₅
（
す
。

　

そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
現
今
、
中
国
人
に
正
し
い
発
音
を
教
え
て
も
ら
う

機
会
は
い
く
ら
で
も
作
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
録
音
機
材
を
使
っ
て
正
し
い
発
音

を
学
ぶ
こ
と
も
容
易
な
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
実
際
は
今
な
お
右
の
よ
う
な
体
た
ら

く
。
況
ん
や
往
時
に
お
い
て
を
や
。
た
と
え
大
学
寮
で
正
し
い
発
音
を
習
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
発
音
は
、
時
を
措お

か
ず
日
本
風
に
、
と
り
わ
け
日
本
語
の
発
話
の
な
か

で
用
い
ら
れ
た
さ
い
に
は
、
ま
ず
確
実
に
日
本
風
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

中
国
語
の
発
音
が
日
本
風
に
訛
っ
た
の
が
日
本
漢
字
音
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
実
情
は
、「
次
第
に
訛
っ
た
」
の
で
は
な
く
、「
口
に
し
た
と
た
ん

に
訛
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
予
想
以
上
に
短

い
時
間
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
同
時
と
称
し
て
も
よ
い
く
ら
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

イ
　
訓
読
み

　

日
本
人
は
、
小
学
校
低
学
年
の
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
漢
字
の
音
読
み
・
訓
読
み
に
慣

れ
て
い
ま
す
。「
山
」
な
ら
ば
、
音
読
み
「
サ
ン
」、
訓
読
み
「
や
ま
」
と
い
う
具
合
。

今
さ
ら
確
認
す
る
の
も
愚
か
し
い
ほ
ど
、
訓
読
み
の
存
在
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
当

た
り
ま
え
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

　

07
有リ
覗

朋
自よ
リ

巴

遠
方
蚤

来タ
ル、

不
巴

亦タ

楽シ
カ
ラ蚤

乎や

。（『
論
語
』
学
而
）

朋と
も

有あ

り
、
遠ゑ
ん

方ぱ
う

よ
り
来き

た
る
、
亦ま

た
楽た
の

し
か
ら
ず
や
。

　　

音
読
み
は
「
遠
方
」
の
み
、
そ
の
他
は
す
べ
て
訓
読
み
で
す
。
漢
文
訓
読
に
対
し

て
、
い
か
に
訓
読
み
が
貢
献
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
韓
国
語
で
は
、
こ

の
手
が
利
き
ま
せ
ん
。
漢
字
は
す
べ
て
音
読
み
し
、
句
間
・
句
末
に
ハ
ン
グ
ル
で
論

理
関
係
や
情
感
を
表
す
語
を
附
け
加
え
る
の
が
、
韓
国
の
代
表
的
な
漢
文
読
解
方
式

で
す
。
か
つ
て
は
、
日
本
の
片
仮
名
に
も
似
た
文
字
を
記
す
「
口ク

ギ
ヨ
ル訣
」（
구
결
）
が

用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
ハ
ン
グ
ル
で
そ
の
種
の
語
を
記
す
「
懸ヒ

ヨ

吐ン
ト

」（
현

토
）
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　　

08
有유

朋붕

이
自자

遠원

方방

来래

면
、
不불

亦역

楽락

乎호
아
）
₁₆
（

。

　　

漢
字
の
音
読
み
を
片
仮
名
に
よ
る
近
似
音
で
示
し
、
送
り
仮
名
の
ご
と
く
加
え
ら

れ
た
ハ
ン
グ
ル
の
意
味
を
平
仮
名
で
記
せ
ば
、「
ユ
ブ
ン
が
ジ
ャ
ウ
ォ
ン
バ
ン
レ
な

ら
ば
、
プ
リ
ョ
ク
ラ
ク
ホ
だ
な
あ
」
と
な
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
移
し
換
え

れ
ば
「
イ
ウ
ホ
ウ
が
ジ
ヱ
ン
パ
ウ
ラ
イ
な
ら
ば
、
フ
エ
キ
ラ
ク
コ
だ
な
あ
」。
正
直

に
言
っ
て
、
お
経
の
棒
読
み
の
よ
う
な
も
の
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
理
解
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
訓
読
み
の
有
難
味
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

た
だ
し
、
我
々
日
本
人
に
と
っ
て
は
当
然
の
訓
読
み
と
い
う
営
為
が
、
言
語
現
象

と
し
て
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
き
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
た
し
か
に
、
英
語
で
も
、
ラ
テ
ン
語
に
起
源
を
持
つ
略
語
を
読
む
と
き
、

訓
読
み
に
似
た
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、〈etc.

〉（
︿
ラ
テ
ン
語

et cetera
）
を
〈and so forth

〉
と
読
ん
だ
り
、〈i.e.

〉（
︿
ラ
テ
ン
語id est

）

を
口
頭
で
〈that 

is
（to 

say

）〉
な
ど
と
言
い
換
え
た
り
す
る
の
が
、
英
語
に
よ

訓
読
み
を
当
て
は
め
て
訓
読
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
こ
が
肝
腎
な
と
こ
ろ
。
韓

国
語
で
は
漢
字
に
音
読
み
し
か
存
在
し
な
い
の
に
対
し
、
日
本
語
で
は
漢
字
に
音
読

み
と
訓
読
み
が
存
在
す
る
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、「
風
」
を
例
に
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
語

で
は
、
音
読
み
「
フ
ウ
」
と
訓
読
み
「
か
ぜ
」
の
双
方
が
存
在
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

韓
国
語
で
は
音
読
み
「
풍プ

ン

」
が
存
在
す
る
だ
け
で
、
訓
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
む

ろ
ん
、
風
は
人
間
の
日
常
生
活
に
密
着
し
た
気
象
現
象
で
す
の
で
、
韓
国
語
に
も

「
か
ぜ
」
に
当
た
る
「
바パ

람ラ
ム

」
と
い
う
単
語
が
歴れ
つ
きと
し
て
存
在
し
ま
す
。
し
か
し

「
風
」
を
韓
国
漢
字
音
で
「
풍プ

ン

」
と
音
読
み
し
、
日
本
語
と
共
通
の
語
彙
「
풍プ
ン

경ギ
ヨ
ン」

（
風
景
）・「
풍プ

ン

속ソ
ク

」（
風
俗
）・「
풍プ
ン

류リ
ユ

」（
風
流
）
な
ど
が
存
在
す
る
も
の
の
、「
風
」

を
「
바パ

람ラ
ム

」
と
発
音
す
る
習
慣
は
な
い
、
す
な
わ
ち
訓
読
み
「
風パ
ラ
ム」

は
存
在
し
な
い

の
で
す
。

　

同
じ
く
中
国
か
ら
大
量
の
漢
字
・
漢
語
を
借
用
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
、
日
韓
と
も

に
《
文
字
・
語
彙
大
量
借
用
律
》
が
成
立
し
な
が
ら
、
日
本
語
に
訓
読
み
が
存
在
す

る
の
に
対
し
、
韓
国
語
に
は
訓
読
み
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
の
現
象
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
朝
鮮
民
族
は
、
漢
字
・
漢
語
を
操

っ
て
自
分
た
ち
の
思
考
を
書
き
表
そ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
日
本
人
は
、
漢
字
・
漢

語
を
同
じ
目
的
に
使
う
の
と
同
時
に
、
自
分
た
ち
の
言
葉
を
書
き
表
そ
う
と
も
し
た

か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
漢
字
で
日
本
語
を
表
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言

え
ば
、
漢
字
に
日
本
語
を
当
て
は
め
得
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
漢
字

を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
移
し
換
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
を

《
国
語
充
当
律
》
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
『
論
語
』
冒
頭
の
有
名
な
一
句
「
有
朋
自
遠
方
来
、
不
亦
楽
乎
」
の
訓
読

を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

ア
語
〈zan

〉
を
充
て
て
発
音
し
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
「
男
」
を
「
お
と
こ
」、

「
女
」
を
「
お
ん
な
」
と
読
む
日
本
語
の
訓
読
み
と
同
一
の
現
象
で
す
。
同
様
に

〈LY
LY

ʼ

〉
や
〈ŠM

〉
も
、
の
っ
け
か
ら
〈šab

〉〈nam

〉
と
読
ん
で
し
ま
う
の
で

す
。

　

面
白
い
の
は
、「
行
く
」
意
の
〈'ZLW

N
-tn

〉
や
、「
来
る
」
意
の
〈Y

ʼT
W

N
-tn

〉

に
附
け
ら
れ
た
〈-tn

〉
で
す
。
こ
れ
は
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
発
音
補
辞
で
、
ア
ラ

ム
語
〈ʼZLW

N

〉〈Y
ʼT

W
N

〉
に
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
〈šudan

〉〈am
adan

〉
を
引

き
当
て
る
べ
く
発
音
を
補
っ
た
綴
り
で
す
か
ら
、
さ
し
づ
め
「
行
く
」「
来
る
」
の

送
り
仮
名
「
く
」「
る
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
は
、
日
本
語
の
訓
読
み
と
同

等
の
体
系
的
言
語
現
象
で
、
名
詞
・
代
名
詞
・
形
容
詞
・
接
続
詞
・
前
置
詞
な
ど
、

各
種
の
品
詞
に
わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
ま
す
。
訓
読
み
が
で
き
な
け
れ
ば
日
本
語
が
読

め
な
い
の
と
同
じ
く
、
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
中
世
ペ
ル
シ
ア
語

も
読
め
ま
せ
ん
。
実
際
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
文
章
に
は
、
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
が

頻
繁
に
出
現
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
と
日
本
語
の
訓
読
み
と
で
は
、

や
は
り
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

第
一
は
、
と
も
に
体
系
的
な
言
語
現
象
と
は
い
え
、
体
系
の
規
模
が
異
な
る
こ
と

で
す
。
日
本
語
で
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
漢
字
に
訓
読
み
が
あ
り
ま
す
。
ど

れ
ほ
ど
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
現
行
の
「
常
用
漢
字
表
」
が
載
せ
る
約
二
千
一
百

字
に
訓
読
み
が
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
、
該
表
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
お
り
、

「
簡
・
巨
・
毒
・
貿
」
な
ど
、
音
読
み
し
か
認
め
て
い
な
い
漢
字
も
散
見
し
、
実
際
、

こ
の
四
字
と
同
じ
く
、
ま
ず
訓
読
み
を
用
い
る
こ
と
の
な
い
漢
字
も
多
々
あ
り
ま
す

が
。
こ
れ
に
対
し
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
は
、
約
一
千
語
に
と

ど
ま
り
、
一
九
〇
〇
年
ご
ろ
ま
で
に
判
明
し
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
総
語
彙
数
＝
約

る
ラ
テ
ン
語
の
訓
読
み
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
特
定
の
語
句
に
限
ら
れ
た
現
象
で
あ
り
、
と
て
も
英
語
と
い
う
言
語
が
体
系
的
に

備
え
て
い
る
特
徴
と
は
言
え
ま
す
ま
い
。

　

日
本
語
と
同
じ
く
、
訓
読
み
と
い
う
現
象
が
数
多
く
見
ら
れ
る
言
語
は
、
私
の
知

る
か
ぎ
り
、
い
や
、
知
っ
た
か
ぶ
り
を
す
る
か
ぎ
り
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
（
い
わ
ゆ

る
パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー
語Pahlavi

）
だ
け
で
す
。
ア
ラ
ム
語
の
単
語
を
借
り
、
そ
れ
に

中
世
ペ
ル
シ
ア
語
を
当
て
は
め
て
発
音
し
た
の
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た

ア
ラ
ム
語
の
単
語
、
す
な
わ
ち
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
で
訓
読
み
す
る
ア
ラ
ム
語
の
語
彙

を
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ンuzw

arišn
と
呼
び
ま
す
が
、
左
に
若
干
の
例
を
挙
げ
て
み

ま
し
ょ
う
。
す
べ
て
ロ
ー
マ
字
化
し
て
記
し
ま
す
。
大
文
字
が
ア
ラ
ム
語
、
小
文
字

が
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
を
表
し
ま
す
。
ア
ラ
ム
文
字
は
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
な
ど
と
同
じ

セ
ム
語
系
の
文
字
の
た
め
、
子
音
し
か
記
し
ま
せ
ん
が
、
今
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
に

つ
い
て
は
、
そ
の
発
音
を
ロ
ー
マ
字
で
示
し
て
お
き
ま
す
。

　　

09
〔
意
味
〕　
〔
ア
ラ
ム
語
〕　 

〔
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
〕

男 
GBRʼ 

m
ard

女 
N

Y
ŠH

 
zan

夜 
LY

LY
ʼ 

šab

名
前 

ŠM
 

nam

行
く 

ʼZLW
N

-tn 
šudan

来
る 

Y
ʼT

W
N

-tn 
am

adan

　　
「
男
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ム
語
〈GBRʼ

〉
を
、
そ
の
発
音
に
関
係
な
く
、「
男
」

を
意
味
す
る
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
〈m

ard

〉
を
充
て
て
読
む
。「
女
」
の
意
の
ア
ラ
ム

語
〈N

Y
ŠH

〉
を
、
そ
の
発
音
は
無
視
し
て
、
や
は
り
「
女
」
の
意
の
中
世
ペ
ル
シ
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フ
ビ
ラ
イ
が
一
二
六
九
年
に
公
布
し
た
パ
ス
パ
文
字
を
採
用
し
て
、
今
ご
ろ
和
パ
混

淆
文
を
綴
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
が
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
に
も
た
ら
し
た
難
解
さ
が
日
本
語
の
訓

読
み
の
不
便
さ
に
も
通
じ
る
こ
と
は
た
し
か
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、「
そ
こ
は
観

光
ス
ポ
ッ
ト
で
も
な
く
、
人
気
の
な
い
場
所
だ
っ
た
」
と
書
か
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ

う
か
。「
人
気
」
が
「
人に

ん

気き

」
な
の
か
「
人ひ
と

気け

」
な
の
か
、
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
す
。

ま
た
、「
彼
を
助
け
る
た
め
に
、
敢
え
て
行
っ
た
の
だ
」
も
、
勇
ま
し
い
印
象
を
与

え
こ
そ
す
れ
、「
行い

っ
た
」
の
か
「
行お
こ
なっ
た
」
の
か
、
こ
の
一
文
だ
け
で
は
判
然
と

し
ま
せ
ん
。
前
者
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
平
仮
名
で
「
い
っ
た
」
と
書
け

ば
、
今
度
は
「
行
っ
た
」
な
の
か
「
言
っ
た
」
な
の
か
、
こ
れ
ま
た
不
明
朗
に
陥
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
た
と
え
誰
か
が
「
行い

っ
た
」
は
「
行
っ
た
」、「
行お
こ
なっ

た
」
は
「
行

な0

っ
た
」
と
書
き
分
け
る
慣
わ
し
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
し
ょ
せ
ん
個
人
の
表
記

習
慣
に
す
ぎ
ず
、
他
人
が
そ
の
よ
う
に
読
み
分
け
て
く
れ
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

短
文
と
は
い
え
、
文
章
で
さ
え
こ
の
あ
り
さ
ま
な
の
で
す
か
ら
、
単
語
と
な
れ
ば
、

さ
ら
に
事
態
は
や
や
こ
し
く
な
り
ま
す
。「
大
家
」
が
「
大た

い

家か

」
な
の
か
「
大お
お

家や

」

な
の
か
。「
最
中
」
は
「
最さ

い

中ち
ゆ
う」
か
「
最さ

中な
か

」
か
、
は
た
ま
た
和
菓
子
の
「
最も

中な
か

」

か
。
漢
字
に
つ
い
て
、
音
読
み
の
み
な
ら
ず
、
訓
読
み
を
も
併
用
す
る
日
本
語
は
、

発
音
が
甚
だ
不
安
定
で
、
振
り
仮
名
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
読
め
ば
よ
い
の
か
、
確
定

し
か
ね
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

訓
読
み
は
漢
字
が
表
意
文
字
だ
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
を
し
ば
し
ば
耳

に
し
ま
す
。
た
し
か
に
、
漢
字
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
に
子
音
と
母
音
を
書

き
分
け
る
表
音
文
字
で
は
な
い
の
で
、
数
学
の
記
号
「
＋
・
－
・
×
・
÷
」
な
ど
と

同
じ
く
、
何
語
で
ど
う
読
も
う
と
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
日
本
語
を
漢
字
に
充
て
や
す
か
っ
た
の
は
、
紛
う
方
な
き
事
実
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
訓
読
み
を
容
易
に
す
る
一
因
に
す
ぎ
ず
、

六
十
二
万
八
千
語
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
比
率
は
か
な
り
低
い
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
一
読
し
て
お
気
づ
き
の
と
お
り
、
こ
の
比
較
は
そ
れ
ぞ
れ
基
準
が
異
な
る
た
め

客
観
性
を
欠
き
ま
す
が
、
一
つ
の
め
や
す

4

4

4

に
は
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
右
に
述
べ
た

よ
う
に
、
出
現
頻
度
と
い
う
点
で
は
、
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
も
日
本
語
の
訓
読
み
漢

字
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
重
要
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
約
一
千
語
と

な
れ
ば
、
語
彙
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
漢
字
の
訓
読
み
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に

低
い
も
の
と
見
積
も
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
漢
字
の
訓
読
み
が
約
一
千
に
と
ど
ま
る

と
い
う
話
は
、
耳
に
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

第
二
は
、
生
命
力
の
強
さ
で
す
。
今
日
で
も
日
本
語
の
訓
読
み
が
生
き
残
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
ア
ラ
ム
文
字
で
表
記
さ
れ
て
い
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
ウ
ズ
ワ
ー
リ

シ
ュ
ン
は
、「
中
世
」
と
い
う
呼
称
か
ら
自
明
な
と
お
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
が
ア
ラ
ビ

ア
文
字
で
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
九
世
紀
以
降
の
近
世
ペ
ル
シ
ア
語
で
は
滅
び
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
消
失
時
期
は
、
遅
く
見
積
も
っ
て
も
十
世
紀
半
ば
ご
ろ
と
考

え
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
六
五
一
年
に
サ
サ
ー
ン
朝
が
名
実
と
も
に

滅
亡
し
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
が
公
用
語
と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
か
ら
約
三
百
年
後

に
は
、
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
と
い
う
訓
読
み
現
象
も
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
は
、
も
は
や
歴
史
上
の
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
）
₁₇
（

ん
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
語
の
訓
読
み
が
古
代
か
ら
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
の

は
、
他
民
族
や
他
国
の
支
配
下
に
入
っ
て
漢
字
以
外
の
文
字
を
強
制
さ
れ
た
歴
史
が

な
い
か
ら
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
近
隣
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
歴
史
上
、
中

国
に
匹
敵
す
る
、
ま
た
は
中
国
を
凌
ぐ
よ
う
な
強
国
が
出
現
し
な
か
っ
た
こ
と
も
有

力
な
原
因
に
数
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
し
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
が
強
大
な
勢
力
を
保
ち

続
け
、
漢
字
を
敵
視
し
て
根
絶
や
し
に
す
る
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
た
ら
、
そ

し
て
、
一
二
七
四
年
・
一
二
八
一
年
の
元
寇
で
日
本
軍
が
一
敗
地ち

に
塗ま
み

れ
て
い
た
ら
、

日
本
人
は
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
揚
げ
句
、
何
と
か
仮
名
だ
け
は
残
し
て
漢
字
を
捨
て
、
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

G
ram

m
ar, 

1795

に
よ
る
品
詞
概
念
を
基
礎
と
し
て
い
ま
）
₁₈
（
す
。
日
本
語
文
法
に
お

け
る
品
詞
概
念
は
、
英
文
法
に
い
う
品
詞
を
日
本
語
に
合
う
よ
う
改
良
を
加
え
た
も

の
に
す
ぎ
ず
、
中
国
語
文
法
の
品
詞
概
念
も
同
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
語
や
日

本
語
で
は
、
品
詞
と
い
う
概
念
が
今
一
つ
す
っ
き
り
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
場
面
も

生
じ
ま
す
。
そ
も
そ
も
屈
折
語
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
で
生
ま
れ
た
概
念
な
の

で
す
か
ら
、
孤
立
語
た
る
中
国
語
や
膠
着
語
た
る
日
本
語
の
文
法
に
持
ち
込
も
う
と

し
て
も
、
無
理
を
来
た
す
場
面
が
生
ず
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

品
詞
を
上
回
る
分
析
用
の
概
念
が
見
当
た
ら
な
い
現
状
で
は
、
品
詞
に
頼
ら
ざ
る
を

得
ず
、
こ
こ
で
も
原
則
と
し
て
、
我
々
が
常
識
と
し
て
わ
き
ま
え
て
い
る
英
文
法
の

品
詞
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

以
下
、
漢
文
の
品
詞
は
、
左
の
九
種
に
分
か
つ
こ
と
と
し
ま
し
ょ
う
。
英
語
に
い

う
主
要
八
品
詞
を
念
頭
に
置
い
て
、
冠
詞
は
名
詞
と
同
時
に
扱
う
こ
と
と
し
、
助
動

詞
を
増
や
し
て
九
品
詞
と
し
た
だ
け
で
す
か
ら
、
す
ん
な
り
受
け
取
れ
る
と
思
い
ま

す
。
あ
く
ま
で
英
語
の
品
詞
分
類
に
副そ

っ
た
も
の
で
、
中
国
語
の
文
法
に
特
有
の
用

語
は
使
い
ま
せ
ん
。
な
お
、〈interjection

〉
を
間
投
詞
と
訳
す
と
、
字
面
が
日
本

語
の
間
投
助0

詞
と
紛
ら
わ
し
く
、
要
ら
ざ
る
思
い
違
い
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す

の
で
、
本
稿
で
は
感
嘆
詞
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
ま
す
。

①
名
詞 

〔
附
〕
冠
詞　
　

②
代
名
詞　
　

③
形
容
詞　
　

④
副
詞　
　

⑤
動
詞　
　

⑥
助
動
詞　
　

⑦
前
置
詞　
　

⑧
接
続
詞　
　

⑨
感
嘆
詞

①
名
詞
　〔
附
〕
冠
詞

　

漢
文
す
な
わ
ち
古
典
中
国
語
は
孤
立
語
で
す
か
ら
、
名
詞
が
格
変
化
を
起
こ
し
た

り
、
文
法
性
に
よ
っ
て
分
か
れ
た
り
し
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
語
の
よ
う
に
主

決
定
的
な
要
因
と
は
な
り
得
ま
せ
ん
。
前さ

き

に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
語
と
同
じ
く
大

量
に
漢
字
・
漢
語
を
借
用
し
た
朝
鮮
半
島
に
は
訓
読
み
が
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
ア

ラ
ム
文
字
と
い
う
表
音
文
字
で
記
さ
れ
た
ア
ラ
ム
語
を
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
で
訓
読
み

す
る
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
と
い
う
言
語
現
象
が
存
在
し
ま
し
た
。
表
意
文
字
だ
か
ら

と
い
っ
て
訓
読
み
が
発
生
す
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
表
音
文
字
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で

訓
読
み
は
不
可
能
だ
と
も
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
日
本
語
の
訓
読
み
は
、

《
文
字
・
語
彙
大
量
借
用
律
》
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
ず
、
や
は
り
《
国
語
充
当
律
》

を
も
強
く
措
定
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
中
国
語
の
文
字
す
な
わ
ち
漢
字
と
、
中
国
語

の
単
語
す
な
わ
ち
漢
語
と
を
大
量
に
借
用
し
よ
う
と
決
意
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
漢

字
を
日
本
語
の
表
記
に
も
用
い
よ
う
と
決
心
し
た
こ
と

―
こ
れ
が
訓
読
み
を
可
能

に
し
た
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢
字
に
日
本
語
を
分
か
ち
が
た
い
ほ
ど
馴
染
ま

せ
よ
う
と
す
る
意
志
、
ま
た
は
逆
に
、
漢
字
を
徹
底
的
に
日
本
語
化
し
て
し
ま
お
う

と
す
る
意
志
こ
そ
が
訓
読
み
を
生
ん
だ
の
で
し
た
。

三
　
文
法
1
　
品
詞

　

品
詞
は
、
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
文
法
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
概
念
で
す
。

古
典
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
作
品
を
読
解
す
る
た
め
の
分
析
作
業
の
過
程
で
品
詞

の
概
念
の
原
形
が
登
場
し
、
そ
の
後
、
中
世
の
ラ
テ
ン
文
法
の
な
か
で
、
品
詞
と
い

う
概
念
が
確
立
し
ま
し
た
。
こ
の
品
詞
概
念
を
引
き
継
い
で
、
十
八
世
紀
後
半
に
英

文
法
書
が
著
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
現
代
の
我
々
日
本
人

が
負
っ
て
い
る
品
詞
の
概
念
は
、
英
文
法
の
品
詞
、
つ
ま
り
ラ
ウ
スRobert 

Low
th

（1710︲87

）『
簡
明 

英
文
法
入
門

―
批
判
的
注
釈
附
き
』A

 
Short 

Introduction to E
nglish G

ram
m

ar w
ith Critical N

otes, 1762

と
、
そ
れ
を

受
け
継
い
だ
マ
レ
ーLindley 

M
urray 

（1745︲1826

）『
英
文
法
』E

nglish 
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き
ち
ん
と
脳
裡
に
映
像
を
描
け
る
の
で
す
。
特
に
数
詞
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

た
ぶ
ん
「
老
人
」
は
一
人
だ
ろ
う
。
一
人
が
よ
り
か
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
（
大
黒

様
を
連
想
す
る
に
せ
よ
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
を
想
い
起
こ
す
に
せ
よ
）「
袋
」
も
一

つ
に
違
い
な
い
。
そ
の
「
袋
」
に
「
老
人
」
が
よ
り
か
か
っ
て
い
る
以
上
、「
階
段
」

が
一
段
で
は
狭
す
ぎ
る
か
ら
、
足
を
下
ろ
し
て
い
る
段
ま
で
含
め
れ
ば
、
少
な
く
と

も
三
段
は
あ
る
か
。
お
そ
ら
く
「
書
物
」
も
一
冊
だ
ろ
う
、
い
や
、
昔
の
こ
と
だ
か

ら
、
一
冊0

で
は
な
く
一
巻0

か

―
な
ど
と
。
単
数
・
複
数
の
区
別
が
な
い
こ
と
に
苛

立
ち
も
せ
ず
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
判
断
が
利
く
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
日
本
語
も

ま
っ
た
く
同
じ
だ
か
ら
で
す
。
日
本
語
の
名
詞
に
も
基
本
的
に
は
単
複
の
区
別
が
な

い
。
冠
詞
も
附
か
な
け
れ
ば
、
格
変
化
も
な
く
、
可
算
・
不
可
算
の
区
別
も
な
く
、

も
ち
ろ
ん
、
や
れ
男
性
名
詞
だ
の
、
や
れ
女
性
名
詞
だ
の
と
、
小
う
る
さ
い
文
法
性

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
漢
文
の
名
詞
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
は
至
っ
て
処

理
し
や
す
い
の
で
す
。
参
考
ま
で
に
、
右
の
11
の
英
訳
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
下
線

部
の
冠
詞
お
よ
び
名
詞
の
単
複
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
英
語
が
い
か
に
性
質
の
異

な
る
言
語
か
が
よ
く
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

 

12 A
n old m

an resting against a bag w
as sitting on the steps, 

studying a book by the m
oonlight.

 　

も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
名
詞
が
単
数
な
の
か
複
数
な
の
か
判
然
と
せ
ず
、

単
複
の
区
別
さ
え
記
し
て
く
れ
れ
ば
、
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
有
名
な

は
ず
の
07
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、「
方
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
「
朋
」
を
複
数
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

　　

13
有リ
覗

朋
自よ
リ

覗

遠キ

方ビ

来タ
ル、
不
巴

亦タ

楽シ
カ
ラ蚤

乎や

。（『
論
語
』
学
而
）

格
・
所
有
格
・
奪
格
・
与
格
と
変
化
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
ご
と

く
男
性
名
詞
と
女
性
名
詞
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
語
・
イ
タ
リ
ア
語
の
ご
と
く
、
さ
ら

に
中
性
名
詞
が
加
わ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
冠
詞
は
存

在
せ
ず
、
時
お
り
現
れ
る
「
一
」
が
冠
詞
を
思
わ
せ
る
だ
け
で
す
。
次
の
よ
う
な
文

の
「
一
」
は
、
英
語
〈sharpen a dagger

〉
と
対
照
す
れ
ば
、
た
し
か
に
冠
詞
の

よ
う
に
見
え
る
で
し
ょ
う
。

　

10
磨ク
巴

一
小
刀
子ヲ
馬

（〔
唐
〕
李
復
言
『
続
玄
怪
録
』「
定
婚
店
」）

＊
小
刀
子
＝
短ナ

イ
フ剣
。

一い
ち

小せ
う

刀た
う

子し

を
磨み
が

く
。

　　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
一
」
が
そ
れ
こ
そ
一い

ち

々い
ち

名
詞
に
附
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
一
般
に
名
詞
は
、
冠
詞
の
ご
と
き
「
一
」
を
伴
う
こ
と
な
く
、
剝む

き
出
し
の
ま

ま
用
い
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
漢
文
に
冠
詞
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
名
詞
に
単

数
・
複
数
の
区
別
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
可
算
名
詞
・
不
可
算
名
詞
の
区
別
も
あ
り

ま
せ
ん
。
次
の
例
文
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　　

11
有リ
巴

老
人
芭

倚リ
巴

布
囊ニ
芭

坐シ
巴

於
階
上ニ
芭

向カ
ツ
テ覗

月ニ

検ス
覗

書ヲ

。（
同
10
）

老ら
う

人じ
ん

有あ

り
、
布ふ

囊な
う

に
倚よ

り
、
階か
い

上じ
や
うに

坐ざ

し
、
月つ
き

に
向む

か
つ
て
書し
よ

を
検け
ん

す
。

＝
「
老
人
」
が
い
て
、
布
の
「
袋
」
に
よ
り
か
か
り
、「
階
段
」
の
上
に
坐

っ
て
、
月
明
か
り
の
も
と
で
「
書
物
」
を
調
べ
て
い
た
。

　　

訳
文
の
な
か
で
括
弧
を
附
け
た
名
詞
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
文

「
老
人
・
囊
・
階
・
書
」
に
は
、
単
数
・
複
数
の
区
別
が
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
我
々
は
そ
れ
を
曖
昧
と
は
思
わ
ず
、
常
識
に
従
っ
て
判
断
し
、

φ
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

つ
き
ま
と
う
こ
と
も
な
い
た
め
、
甚
だ
処
理
が
容
易
な
の
で
す
。

②
代
名
詞

　

代
名
詞
に
は
、
人
称
代
名
詞
・
指
示
代
名
詞
・
疑
問
代
名
詞
・
関
係
代
名
詞
の
四

種
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
前
三
者
だ
け
を
扱
い
、
関
係
代
名
詞
に
つ
い
て
は
後

述
し
ま
す
。

　

漢
文
の
人
称
代
名
詞
は
、
孤
立
語
だ
け
に
、
格
変
化
が
あ
り
ま
せ
ん
。
英
語
な
ら

ば
、
主
格
・
所
有
格
・
目
的
格
と
格
変
化
し
、
一
人
称
単
数
は
〈I, m

y, m
e

〉、
三

人
称
単
数
は
男
女
に
分
か
れ
て
〈he, his, him

〉
ま
た
は
〈she, her, her

〉、
一

人
称
複
数
は
〈w

e, our, us

〉、
三
人
称
複
数
は
〈they, their, them

〉
な
ど
と
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
称
・
単
複
・
性
別
に
よ
っ
て
語
形
が
変
化
す
る
わ
け
で
す
。

最
も
語
形
変
化
の
少
な
い
二
人
称
で
も
、
単
複
同
形
と
は
い
え
、〈you, 

your, 
you

〉
の
よ
う
に
、
わ
ず
か
な
が
ら
格
変
化
を
起
こ
し
ま
す
。
し
か
し
、
漢
文
の
人

称
代
名
詞
に
こ
う
し
た
語
形
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
な
く
、
一
人
称
は
い
か
な
る
場

合
で
も
「
我
・
吾
・
予
・
余
」
な
ど
と
記
さ
れ
、
敢
え
て
複
数
を
示
し
た
い
と
き
に

「
等
」
を
附
け
て
「
我わ

れ

等ら

」
と
す
る
く
ら
い
で
す
。
そ
も
そ
も
漢
文
で
は
人
称
代
名

詞
の
使
用
頻
度
が
少
な
く
、
た
い
て
い
は
名な

や
字あ
ざ
な、

ま
た
は
号
を
用
い
て
人
を
指
し

示
し
ま
す
の
で
、
さ
し
て
気
遣
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
人
称
「
君き

み

・
子し

」
が
相

手
を
そ
れ
な
り
に
敬
っ
た
丁
寧
な
言
い
方
、
そ
れ
に
対
し
て
「
爾
・
汝
」
が
日
本
語

で
言
え
ば
「
お
ま
え
」
程
度
の
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
だ
と
わ
か
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、

ほ
ぼ
用
は
足
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
漢
文
の
代
名
詞
に
も
、
も
と
は
主
格
・
所
有
格
の
区
別
が
あ
っ
た
、
と

想
わ
せ
る
よ
う
な
文
例
が
あ
る
の
も
た
し
か
で
す
。
次
の
一
文
を
見
て
く
だ
さ
い
。

朋と
も

有あ

り
、
遠と
ほ

き
よ
り
方な
ら

び
来き

た
る
、
亦ま

た
楽た
の

し
か
ら
ず
や
。

　　
「
方な

ら

び
来き

た
る
」
つ
ま
り
「
並
ん
で
や
っ
て
来
た
」
と
い
う
の
で
す
か
ら
、「
朋
」

は
複
数
と
解
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
、
07
の
よ
う
に
「
遠ゑ

ん

方ぱ
う

よ
り
来き

た

る
」
と
訓
じ
て
も
、「
朋
」
が
単
数
な
の
か
複
数
な
の
か
は
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
。
い

ず
れ
と
受
け
取
る
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
解
釈
に
よ
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
『
論
語
』
注

釈
書
は
、
一
般
に
「
方ビ

来タ
ル」（
方な
ら

び
来き

た
る
）
と
い
う
訓
読
を
採
ら
ず
、「
朋
」
を
単

に
「
友
人
」「
友
だ
ち
（
友
達
）」
な
ど
と
訳
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ

れ
ま
た
単
複
の
区
別
が
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
「
友
だ
ち

0

0

」
は
複
数
を
表
す

は
ず
だ
と
力
ん
で
み
て
も
、
現
に
日
本
語
で
は
一
人
の
友
人
で
も
「
友
だ
ち
」
と
言

う
の
で
す
か
ら
、
や
は
り
単
複
は
不
明
瞭
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
管
見
に
入
る
か
ぎ

り
、
中
国
の
『
論
語
』
注
釈
書
で
は
、「
方ビ

来タ
ル」（
方な
ら

び
来き

た
る
）
と
解
し
て
い
る
場

合
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
英
訳
も
「
朋
」
を
複
数
に
訳
し
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う

に
見
受
け
ま
す
。
話
の
つ
い
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
例
だ
け
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 　

14
有
許
多
朋
友
従
遠
而
来
、
我
心
不
更
感
快
楽
嗎
？（
銭
穆
）

＊
許
多
朋
友
＝
数
多
く
の
友
人

　

15 Is it not a joy to have friends com
e from

 afar? 

（D
. C. Lau

）

＊friends=friend

の
複
数
形

 　

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
単
複
の
曖
昧
な
漢
文
「
朋
」
を
、
や
は
り
単
複
の
不

明
確
な
日
本
語
「
友
（
だ
ち
）」
を
当
て
る
の
は
、
原
文
の
意
味
合
い
に
忠
実
な
訳

だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
一
と
二
以
上
を
区
別
す
る
の
が
ど
れ
ほ
ど
の

意
味
を
持
つ
の
か
、
と
開
き
直
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

漢
文
の
名
詞
は
、
文
法
上
、
日
本
語
の
名
詞
と
非
常
に
共
通
点
が
多
く
、
冠
詞
が
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

〈
Ｓ
Ｏ
Ｖ
〉
の
語
順
に
な
る
の
で
す
。
次
の
例
文
を
見
て
く
だ
さ
い
。

　　

17
天
何ヲ

カ

言ハ
ン

哉
。（『
論
語
』
陽
貨
）

天て
ん

何な
に

を
か
言い

は
ん
や
。

　　

こ
れ
は
反
語
文
で
、「
天
は
何
を
言
う
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
何
も
言
わ
な
い
）」
す

な
わ
ち
「
天
は
言
葉
な
ぞ
を
口
に
し
な
い
」
と
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
動
詞
「
言
」

の
目
的
語
が
疑
問
代
名
詞
「
何
」
で
す
の
で
、
本
来
の
〈
Ｖ
Ｏ
〉
す
な
わ
ち
「
言

何
」
が
倒
置
を
起
こ
し
、〈
Ｏ
Ｖ
〉
す
な
わ
ち
「
何
言
」
の
語
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。

訓
読
と
し
て
は
、
疑
問
代
名
詞
「
何
」
が
目
的
語
で
す
か
ら
、
格
助
詞
「
を
」
を
附

け
、
さ
ら
に
疑
問
を
表
す
係
助
詞
「
か
」
を
補
っ
て
「
何
を
か
」
と
読
む
わ
け
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
主
語
〈
Ｓ
〉
が
な
く
、
目
的
語
が
動
詞
と
倒
置
さ
れ
、
目
的
語
＋
動

詞
〈
Ｏ
Ｖ
〉
が
剝
き
出
し
に
な
っ
た
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　　

18
誰ヲ

カ

毀リ

誰ヲ
カ

誉メ
ン。（『

論
語
』
衛
霊
公
）

誰た
れ

を
か
毀そ
し

り
誰た
れ

を
か
誉ほ

め
ん
。

　　
「
誰
か
を
け
な
し
た
り
誰
か
を
ほ
め
た
り
す
る
」
意
で
す
。
動
詞
「
毀
・
誉
」
の

目
的
語
が
疑
問
代
名
詞
「
誰
」
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
倒
置
を
起
こ
し
て
「
誰
毀
」

「
誰
誉
」
と
い
う
語
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。
送
り
仮
名
と
し
て
「
を
か
」
を
用
い
る

点
は
、
右
の
17
と
同
じ
で
す
。

　

倒
置
な
ど
と
い
う
文
法
現
象
を
見
る
と
、
大
い
に
不
安
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
の
〈
Ｏ
〉
が
疑
問
代
名
詞
ゆ
え
に
〈
Ｖ
〉
と
倒
置
を
起
こ

し
て
〈
Ｓ
Ｏ
Ｖ
〉
と
な
れ
ば
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
日
本
語
と
同
じ
語
順
に
な
る
わ

け
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、
17
に
も
18
に
も
返
り
点
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
〈
Ｖ

　

16
我
善ク

養フ
巴

吾ガ

浩
然
之
気ヲ
馬

（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
）

我わ
れ

善よ

く
吾わ

が
浩か
う

然ぜ
ん

の
気き

を
養や
し
なふ
。

　　

主
格
は
「
我
」（=I

）、
所
有
格
は
「
吾
」（=m

y

）
と
書
き
分
け
て
あ
り
ま
す
。

時
代
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
は
記
録
者
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

け
れ
ど
も
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
書
き
分
け
に
神
経
を
尖と

が

ら
せ
る
必

要
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
我
」
に
つ
い
て
は
、
主
格
な
ら
ば
単
に
「
我わ
れ

」
ま
た
は

「
我ハ

」「
我ノ

」、
所
有
格
な
ら
ば
「
我わ
ガ

」、
目
的
格
な
ら
ば
「
我ヲ

」「
我ニ

」
な
ど
と
訓
読

し
て
お
く
だ
け
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
日
本
語
で
は
、
助
詞
を
附
け
足
し
て
文
法
格

を
表
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
単
に
「
我
」
と
読
ん
で
主
格
を
表
す
場
合
は
、
零ゼ

ロ

助
詞

を
補
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

指
示
代
名
詞
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
主
格
は
単
に
「
此こ

れ

」
ま
た
は
「
此ハ

」
と

読
む
だ
け
、
所
有
格
も
「
此こ

ノ

・
其そ
ノ

・
夫か
ノ

」
な
ど
と
助
詞
「
ノ
」
を
補
え
ば
そ
れ
ま
で

の
こ
と
。
目
的
格
も
「
此こ

れ
ニ」「

之こ
れ
ヲ」

の
ご
と
く
助
詞
で
容
易
に
処
理
で
き
ま
す
。

　

疑
問
代
名
詞
は
、
ち
ょ
っ
と
注
意
が
必
要
で
す
。
現
代
中
国
語
な
ら
ば
、
聞
き
た

い
と
こ
ろ
に
疑
問
代
名
詞
を
置
け
ば
よ
い
。「
あ
な
た
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
？
」

で
し
た
ら
、「
你ニ

ー

说
シ
ユ
オ
ー

什シ
エ

么ン
マ

？
」
と
な
り
ま
す
。「
你
」
が
「
あ
な
た
」、「
说
」
が

「
言
う
」、「
什
么
」
が
「
何
」
に
当
た
り
ま
す
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
語
は

〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
が
基
本
構
文
で
す
の
で
、
現
代
中
国
語
で
は
、〈
Ｏ
〉
を
尋
ね
た
け
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
〈
Ｏ
〉
の
位
置
に
疑
問
代
名
詞
（
こ
こ
で
は
「
什
么
」）
を
入
れ
れ
ば
す

む
の
で
す
。
語
順
は
変
化
し
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
古
典
中
国
語
す
な
わ
ち
漢
文
で
は
、
英
語
の
〈w

h-

〉
で
始
ま
る
疑

問
代
名
詞
〈w

hat, w
ho, etc.

〉
と
同
じ
く
、
疑
問
代
名
詞
が
文
頭
方
向
へ
と
移
動

し
、
動
詞
に
先
行
し
ま
す
。
つ
ま
り
、〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
の
〈
Ｖ
Ｏ
〉
が
倒
置
を
起
こ
し
、
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古
田
島
洋
介

が
冠
せ
ら
れ
て
も
「
不
正
」、
接
続
詞
「
而
」
を
伴
っ
て
も
「
正
而
」
の
ご
と
く
、

「
正
」
は
ど
こ
ま
で
も
「
正
」
の
ま
ま
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
訓
読
に
さ
い
し
て
は
、

「
不
覗

正シ
カ
ラ」「

正シ
ク
シ
テ

而
」
の
よ
う
に
、
活
用
語
尾
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
っ
と
も
、
日
本
語
の
形
容
詞
は
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
さ
え
覚
え
て
お
け
ば
事
足
り

る
の
で
す
か
ら
、
さ
し
た
る
負
担
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
む
ろ
ん
、
英
語
で
悩

ま
さ
れ
る
比
較
級
や
最
上
級
も
、
漢
文
の
形
容
詞
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
次
の
例
文

を
見
て
く
だ
さ
い
。

　　

21
季
氏
富メ

リ巴

於
周
公ヨ
リ
モ

馬

（『
論
語
』
先
進
）

季き

氏し

周し
う

公こ
う

よ
り
も
富と

め
り
。

　　

こ
の
「
富
」
は
明
ら
か
に
英
語
の
比
較
級
〈richer

〉
に
相
当
す
る
語
で
す
が
、

「
富
」
と
い
う
単
語
そ
の
も
の
に
は
何
も
変
化
が
起
こ
り
ま
せ
ん
。「
於
」
を
比
較
の

対
象
を
表
す
語
、
つ
ま
り
英
語
〈than

〉
に
等
し
い
前
置
詞
と
解
し
て
こ
そ
、「
富
」

の
内
実
が
比
較
級
だ
と
わ
か
る
の
で
す
。
こ
れ
は
漢
文
の
解
釈
上
は
大
き
な
障
害
に

な
り
ま
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
実
は
日
本
語
と
似
た
よ
う
な
も
の
。
日
本
語
の
形

容
詞
に
も
比
較
級
や
最
上
級
が
な
い
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
英
語
〈better

〉
を

訳
す
と
き
、
日
本
語
の
形
容
詞
「
良
い
」
に
比
較
級
が
な
い
た
め
、
不
自
然
な
日
本

語
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、「
よ
り
良
い
」
な
ぞ
と
訳
し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。
最
近
の
若
者
た
ち
は
、「
よ
り
詳
し
い
説
明
」「
よ
り
高
い
建
物
」

の
よ
う
な
言
い
回
し
に
、
ほ
と
ん
ど
不
自
然
さ
を
感
じ
な
い
よ
う
で
す
が
。

　

な
お
、
21
の
「
富
」
を
形
容
詞
と
説
く
の
は
、
あ
く
ま
で
も
漢
文
と
し
て
の
話
で

す
。
訓
読
の
日
本
語
「
富
め
り
」
は
、
動
詞
「
富
む
」
に
、
完
了
の
助
動
詞
「
り
」

を
存
続
用
法
と
し
て
加
え
、
形
容
詞
と
同
じ
く
、
あ
る
種
の
状
態
を
表
現
し
た
言
い

回
し
で
す
。

φ

φ

Ｏ
〉
の
倒
置
は
、
容
易
に
処
理
で
き
る
の
で
す
。
次
の
よ
う
な
例
文
で
は
、「
与
」

を
「
与と

も

に
す
」
と
訓
ず
る
の
が
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　　

19
誰ト

与ニ
セ
ン。（『
論
語
』
述
而
）

誰た
れ

と
与と
も

に
せ
ん
。

　　

も
ち
ろ
ん
、
主
語
が
疑
問
代
名
詞
と
な
る
場
合
は
、
倒
置
を
起
こ
し
ま
せ
ん
。
主

語
は
文
頭
に
位
置
す
る
の
が
一
般
で
す
の
で
、
さ
ら
に
文
頭
へ
と
寄
せ
る
余
地
が
な

い
か
ら
で
す
。
一
つ
だ
け
例
文
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　　

20
孰カ

不ラ
ン覗

知ラ
覗

礼ヲ

。（『
論
語
』
八
佾
・
述
而
）

孰た
れ

か
礼れ
い

を
知し

ら
ざ
ら
ん
。

　　

主
語
が
疑
問
代
名
詞
「
孰
」
で
す
の
で
、
疑
問
の
係
助
詞
「
か
」
を
送
っ
て
読
む

だ
け
の
こ
と
で
す
。
念
の
た
め
構
文
を
確
認
し
て
お
け
ば
、
こ
の
一
文
は
、
主
語

「
孰
」・
動
詞
「
知
」・
目
的
語
「
礼
」
か
ら
成
る
〈
Ｓ
Ｖ
Ｏ
〉
の
構
文
で
、
否
定
を

表
す
副
詞
「
不
」
が
動
詞
「
知
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。「
不
」
は
、
日
本
語
と
し

て
は
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
当
て
て
訓
読
し
ま
す
が
、
漢
文
と
し
て
の
品
詞
は
あ

く
ま
で
副
詞
で
す
。

③
形
容
詞

　

漢
文
の
形
容
詞
は
、
や
は
り
一
切
の
語
形
変
化
を
起
こ
し
ま
せ
ん
。
日
本
語
の
形

容
詞
に
は
活
用
が
あ
り
、「
正
し
」
な
ら
ば
、
未
然
形
「
正
し
か
ら
」・
連
用
形
「
正

し
く
」
…
…
の
よ
う
に
活
用
し
ま
す
が
、
漢
文
の
「
正
」
は
、
否
定
の
副
詞
「
不
」
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二
〇
一
九
年

る
映
画
」
な
ど
と
い
う
言
い
回
し
が
可
能
で
す
。
長
々
し
い
形
容
詞
句
「
た
し
か
半

年
ほ
ど
ま
え
子
ど
も
と
一
緒
に
テ
レ
ビ
で
観
た
こ
と
の
あ
る
」
が
前
置
さ
れ
、
後
方

の
名
詞
「
映
画
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
漢
文
で
も
次
の
よ
う
な

表
現
が
用
い
ら
れ
ま
す
。

　　

22
好ム

コ
ト覗

徳ヲ

如ク
ス
ル覗

好ム
ガ覗

色ヲ

者
（『
論
語
』
子
罕
）

徳と
く

を
好こ
の

む
こ
と
色い
ろ

を
好こ
の

む
が
如ご
と

く
す
る
者も
の

　　

上
方
の
形
容
詞
句
「
好
徳
如
好
色
」
五
字
が
、
下
方
の
名
詞
「
者
」
を
修
飾
し
て

い
ま
す
。
こ
の
形
容
詞
句
「
好
徳
如
好
色
」
は
、「
好ム

コ
ト覗

徳ヲ

如ク
ス覗

好ム
ガ覗

色ヲ

」（
徳と
く

を
好こ
の

む

こ
と
色い

ろ

を
好こ
の

む
が
如ご
と

く
す
）
と
訓
読
す
れ
ば
、
一
つ
の
独
立
し
た
文
と
し
て
成
り
立

ち
ま
す
が
、
形
容
詞
句
と
し
て
「
者
」
に
掛
け
る
に
は
、「
如
く
す
」
を
連
体
形

「
如
く
す
る
」
に
活
用
さ
せ
る
だ
け
で
す
か
ら
、
至
っ
て
容
易
な
業わ

ざ

で
し
ょ
う
。
も

う
一
つ
、
少
し
複
雑
な
形
容
詞
句
の
例
も
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

　　

23
衣テ
巴

敝レ
タ
ル

縕
袍ヲ
芭

与と

派

衣タ
ル巴

狐
貉ヲ
蚤

者
杷

立チ
テ

而
不ル
覗

恥ヂ

者

敝や
ぶ

れ
た
る
縕う
ん

袍ぱ
う

を
衣き

て
、
狐こ

貉か
く

を
衣き

た
る
者も
の

と
立た

ち
て
恥は

ぢ
ざ
る
者も
の

（『
論

語
』
子
罕
）

　　

形
容
詞
句
「
衣
敝
縕
袍
、
与
衣
狐
貉
者
立
而
不
恥
」
十
三
字
が
、
句
末
の
名
詞

「
者
」
に
掛
か
る
構
造
で
す
。
そ
の
形
容
詞
句
の
な
か
で
も
、
さ
ら
に
「
衣
狐
貉
」

三
字
が
「
者
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。
や
は
り
形
容
詞
句
の
な
か
で
最
後
に
読
む

「
不
」
＝
「
ず
」
を
連
体
形
「
ざ
る
」
に
変
え
れ
ば
す
む
の
で
す
か
ら
、
難
し
い
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

要
す
る
に
、
漢
文
の
〔
形
容
詞
（
句
）
＋
名
詞
〕
構
造
は
、
日
本
語
と
ま
っ
た
く

φ

　

漢
文
の
形
容
詞
は
、
日
本
語
の
形
容
詞
と
同
じ
く
、
名
詞
を
修
飾
し
た
り
補
語
に

な
っ
た
り
し
ま
す
。
右
の
21
は
形
容
詞
「
富
」
が
主
語
「
季
氏
」
の
補
語
と
な
っ
て

い
る
例
で
す
。
構
文
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

名
詞
を
修
飾
す
る
と
き
は
、
必
ず
名
詞
の
前
方
に
形
容
詞
を
置
き
ま
す
。
決
し
て

後
方
か
ら
名
詞
を
修
飾
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
そ
ん
な
こ
と
、
当
た
り
前
で

は
な
い
か
！
」
と
言
う
な
か
れ
。
わ
か
り
や
す
く
「
黒
板
」
を
例
と
す
れ
ば
、
中
国

語
で
も
「
黒ヘ

イ
パ
ン板

」、
英
語
で
も
〈blackboard

〉。
た
し
か
に
、
形
容
詞
「
黒
」
＝

〈black

〉
が
名
詞
「
板
」
＝
〈board

〉
に
冠
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
形
容

詞
を
名
詞
の
後
方
に
置
く
言
語
も
決
し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
同
じ
く
「
黒
板
」

で
も
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
〈tableau 

noir

〉
で
す
し
、
タ
イ
語
で
も

〈กระดาน
ดำา/kradaandam

〉
と
な
り
、「
板
」
を
表
す
名
詞
〈tableau

〉
ま
た
は

〈กระดาน/kradaan

〉
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
黒
い
」
意
の
形
容
詞
〈noir

〉〈ดำา/
dam

〉
が
後
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
屈
折
語
の
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
、
ま
た
、

と
も
に
孤
立
語
の
中
国
語
と
タ
イ
語
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
形
容
詞
と
名
詞
の
結
合
順
序

が
異
な
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
考
え
れ
ば
、
漢
文
と
日
本
語
が
共
通
し
て
〔
形
容
詞
＋
名
詞
〕
と
い
う

結
合
形
式
を
基
本
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
漢
文
訓
読
に
と
っ
て
甚
だ
幸
運
で
あ
っ
た

と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
語
順
に
つ
い
て
は
一
切
の
変
換
を
必
要
と
せ
ず
、
単
に

「
白
雲
」
は
「
白キ

雲
」（
白し
ろ

き
雲く
も

）、「
勇
者
」
は
「
勇マ
シ
キ

者
」（
勇い
さ

ま
し
き
者も
の

）
と
訓

読
み
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
な
る
の
で
す
か
ら
。
む
ろ
ん
、
長
き
に

わ
た
っ
て
「
白
雲
」「
勇
者
」
の
文
字
結
合
に
慣
れ
親
し
ん
だ
結
果
、
現
在
は
「
白は

く

雲う
ん

」「
勇ゆ
う

者し
や

」
と
音
読
み
す
る
だ
け
で
意
味
が
了
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

こ
の
幸
運
は
、
形
容
詞
句
に
つ
い
て
最
も
良
く
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
語
は
、「
た
し
か
半
年
ほ
ど
ま
え
子
ど
も
と
一
緒
に
テ
レ
ビ
で
観
た
こ
と
の
あ
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古
田
島
洋
介

少せ
う

年ね
ん

老お

い
易や
す

く　

学が
く

成な

り
難が
た

し
。

　　

な
お
、
前さ

き

に
述
べ
た
〔
形
容
詞
（
句
）
＋
名
詞
〕
構
造
を
一
般
化
す
れ
ば
、
形
容

詞
的
修
飾
構
造
＝
〔
修
飾
語
＋
被
修
飾
語
（
名
詞
）〕
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

こ
の
よ
う
に
一
般
化
し
て
お
け
ば
、
た
と
え
修
飾
語
が
形
容
詞
（
句
）
で
な
く
と
も
、

す
べ
て
一
律
に
形
容
詞
的
修
飾
語
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

次
の
よ
う
な
例
を
念
頭
に
置
い
て
く
だ
さ
い
。

　　

27
城ノ

門 

城し
ろ

の
門も
ん

　

28
獣ノ
ゴ
ト
キ

心　

獣
け
だ
も
のの
ご
と
き
心こ
こ
ろ

　

29
流ル
ル

水 

流な
が

る
る
水み
づ

　

30
落ツ
ル

石 

落お

つ
る
石い
し

　　

27
・
28
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
「
城
」「
獣
」
が
「
門
」「
心
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。

28
の
「
獣
」
は
比
喩
を
表
す
語
で
す
。
ま
た
、
29
・
30
は
、
動
詞
「
流
」「
落
」
が

「
水
」「
石
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
修
飾
語
が
名
詞
や
動
詞
で
も
、
形

容
詞
的
修
飾
構
造
＝
〔
修
飾
語
＋
被
修
飾
語
（
名
詞
）〕
と
い
う
一
般
形
さ
え
用
意

し
て
お
け
ば
、
い
ず
れ
も
形
容
詞
的
修
飾
語
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

な
お
、
時
と
し
て
形
容
詞
的
修
飾
構
造
に
、
結
合
辞
「
之
」
が
介
在
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
〔
修
飾
語
＋
「
之
」
＋
被
修
飾
語
（
名
詞
）〕
型
の

「
之
」
は
、
た
だ
機
械
的
に
「
の
」
と
訓
じ
て
お
け
ば
宜
し
く
、
日
本
語
と
し
て
の

不
自
然
さ
が
生
じ
て
も
、
気
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　　

31
人
之
言
（『
論
語
』
子
路
）

人ひ
と

の
言げ
ん

同
じ
構
造
で
あ
る
た
め
、
き
わ
め
て
容
易
に
処
理
で
き
る
の
で
す
。
右
の
23
に
見
え

る
よ
う
な
長
い
形
容
詞
句
そ
の
も
の
の
訓
読
は
、
い
さ
さ
か
難
度
の
高
い
作
業
に
な

り
ま
す
が
。

　

も
っ
と
も
、
形
容
詞
が
す
べ
て
返
り
読
み
せ
ず
に
す
ま
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
は
ゆ
き
ま
せ
ん
。
少
数
と
は
い
え
、
返
読
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
典
型
が
「
難
」
と
「
易
」
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
単
独
で
用
い
ら
れ
る
と
き

は
、
た
だ
「
難シ

」（
難か
た

し
）・「
易シ

」（
易や
す

し
）
と
読
み
、
あ
と
は
適
切
に
活
用
さ
せ
る

だ
け
で
す
。

　　

24
為た

ル
ハ覗

君
難ク

、
為た
ル
ハ覗

臣
不
覗

易カ
ラ。（『
論
語
』
子
路
）

君き
み

た
る
は
難か
た

く
、
臣し
ん

た
る
は
易や
す

か
ら
ず
。

　　

し
か
し
、「
難
」「
易
」
に
動
詞
が
下
接
す
る
場
合
に
は
、「
難シ
覗

Ｖシ

」（
Ｖ
し
難が
た

し
）・「
易シ
覗

Ｖシ

」（
Ｖ
し
易や
す

し
）
の
ご
と
く
返
読
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
例
で
す
。

　　

25
君
子ハ

易ク
シ
テ覗

事ヘ

而
難キ
覗

説バ
シ
メ

也
。（『
論
語
』
子
路
）　

＊
説
＝
悦
。

君く
ん

子し

は
事つ
か

へ
易や
す

く
し
て
説よ
ろ
こば

し
め
難が
た

き
な
り
。

　　
「
易シ
覗

事ヘ

」「
難シ
覗

説バ
シ
メ」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
英
語
〈easy 

to 
serve

〉〈diffi
cult 

﹇hard

﹈ to please

〉
に
相
当
す
る
表
現
で
す
。
こ
の
「
難
」
と
「
易
」
の
返
り
読

み
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
左
の
詩
句
で
記
憶
し
て
お
く
の
が
最
も
便
利
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　　

26
少
年
易ク
覗

老イ

学
難シ
覗

成リ

。（
伝
〔
宋
〕
朱
熹
「
偶
成
」
詩
）

φ
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

　　

35
微カ

ニ

笑フ　

微か
す

か
に
笑わ
ら

ふ

　

36
空シ

ク

死ス 

空む
な

し
く
死し

す

　

37
甚ダ

大ナ
リ

 

甚は
な
はだ
大だ
い

な
り

　

38
極メ

テ

寒シ 

極き
は

め
て
寒さ
む

し

　　

35
・
36
は
、
副
詞
「
微
」「
空
」
が
そ
れ
ぞ
れ
動
詞
「
笑
」「
死
」
を
、
37
・
38
は
、

副
詞
「
甚
」「
極
」
が
そ
れ
ぞ
れ
形
容
詞
「
大
」「
寒
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
。

　

英
語
の
文
副
詞
と
同
じ
く
、
漢
文
に
も
文
全
体
を
修
飾
す
る
副
詞
が
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　　

39
不
幸
、
短
命ニ

シ
テ

死セ
リ

矣
。（『
論
語
』
雍
也
）

不ふ

幸か
う

、
短た
ん

命め
い

に
し
て
死し

せ
り
。

　　
「
不
幸
」
二
字
は
、
下
文
「
短
命
死
矣
」
全
体
を
修
飾
す
る
文
副
詞
と
考
え
て
よ

い
で
し
ょ
う
。
英
語
で
言
え
ば
、〈Regrettably, 

U
nfortunately, 

U
nhappily, 

U
nluckily

〉（
遺
憾
な
こ
と
に
、
不
運
に
も
、
残
念
な
が
ら
）
な
ど
の
文
副
詞
に
相

当
し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
返
り
読
み
は
生
じ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
否
定
の
意
味
を
含
む
副
詞
は
、
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
用
い
て
訓
読

す
る
関
係
上
、
ど
う
し
て
も
返
読
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
は
「
ず
」
が
文

末
に
位
置
す
る
か
ら
で
す
。
否
定
を
表
す
代
表
的
な
「
不
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
例

を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
40
は
動
詞
「
至
」
を
、
41
は
形
容
詞
「
固
」
を
否
定
す

る
例
で
す
。

　

40
鳳
鳥
不
覗

至ラ

。（『
論
語
』
子
罕
）

φ

　

32
学
問
之
道
（『
孟
子
』
告
子
上
）

学が
く

問も
ん

の
道み
ち

　

33
覧ル
覗

物ヲ

之
情
（〔
宋
〕
范
仲
庵
「
岳
陽
楼
記
」）

物も
の

を
覧み

る
の
情じ
や
う

　

34
不ル
覗

忍ビ
覗

人ニ

之
心
（『
孟
子
』
公
孫
紐
上
）

人ひ
と

に
忍し
の

び
ざ
る
の
心
こ
こ
ろ

　　

31
・
32
の
「
之
」
は
、
日
本
語
の
「
の
」
と
ま
っ
た
く
同
じ
機
能
を
果
た
し
て
い

ま
す
の
で
、
何
ら
抵
抗
な
く
受
け
取
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
33
・
34
の
「
之
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
の
」
と
訓
ず
る
と
、
日
本
語
と
し

て
は
引
っ
掛
か
り
を
覚
え
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
の
」
の
直
前
に

見
え
る
「
覧
る
」「
ざ
る
」
は
、
と
も
に
連
体
形
の
た
め
、
そ
の
ま
ま
体
言
す
な
わ

ち
名
詞
「
情
」「
心
」
に
つ
な
げ
て
、「
物
を
覧
る
情
」「
人
に
忍
び
ざ
る
心
」
と
言

う
の
が
自
然
な
日
本
語
の
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
「
の
」
を
入
れ
る
の
で
は
、

何
の
た
め
に
連
体
形
に
し
た
の
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
話
に
も
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
け
れ
ど
も
、
現
行
の
訓
読
で
は
、
こ
う
し
た
「
之
」
も
機
械
的
に
「
の
」
と
読

み
、
日
本
語
と
し
て
の
不
自
然
さ
に
は
目
を
つ
む
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
か
つ
て
は
、

こ
の
種
の
「
之
」
は
置
き
字
と
し
、
読
ま
ず
に
す
ま
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
が
。

④
副
　
　
詞

　

漢
文
の
副
詞
は
、
英
語
の
副
詞
と
同
じ
く
、
動
詞
や
形
容
詞
を
修
飾
し
ま
す
。
そ

の
位
置
は
、
す
べ
て
被
修
飾
語
に
先
立
ち
ま
す
の
で
、
英
語
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語

の
語
順
と
も
一
致
し
ま
す
か
ら
、
原
則
と
し
て
返
読
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
論
よ
り

証
拠
、
左
の
例
を
見
て
く
だ
さ
い
。
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

く
ま
で
副
詞
「
不
」
が
助
動
詞
「
可
」「
能
」
に
前
置
さ
れ
、
否
定
の
意
味
が
上
か

ら
下
へ
と
掛
か
り
ま
す
。

　
「
不
」
と
同
様
に
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
以
て
訓
読
す
る
否
定
辞
「
弗
」
も
、

文
法
的
に
は
ま
っ
た
く
同
じ
、
否
定
す
る
語
に
対
し
て
前
置
さ
れ
ま
す
か
ら
、
や
は

り
「
不
」
の
よ
う
に
返
読
を
必
要
と
し
ま
す
。

　　

46
至
徳ノ

者ハ

、
火
弗
覗

能ハ
覗

熱カ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

、

水
弗
覗

能ハ
覗

溺レ
シ
ム
ル
コ
ト

。

（『
荘
子
』
秋
水
）

至し

徳と
く

の
者も
の

は
、
火ひ

熱あ
つ

か
ら
し
む
る
こ
と
能あ
た

は
ず
、
水み
づ

溺お
ぼ

れ
し
む
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。

　　

再
読
に
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
を
用
い
る
再
読
文
字
「
未
」「
盍
」
も
、
や
は
り

返
り
読
み
が
必
要
で
す
。

　　

47
吾
斯ヲ

之
未ダ
覗

能ハ
覗

信ズ
ル
コ
ト

。
（『
論
語
』
公
冶
長
）

吾わ
れ

斯こ
れ

を
之こ
れ

未い
ま

だ
信し
ん

ず
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。

　

48
盍ゾ
把
ル

各
久
言ハ
巴

爾ノ

志ヲ
馬

（『
論
語
』
公
冶
長
）

盍な
ん

ぞ
各お
の

お
の
爾な
ん
ぢの

志
こ
こ
ろ
ざ
しを

言い

は
ざ
る
。

　　

47
は
、
再
読
文
字
「
未
」
に
含
ま
れ
る
否
定
の
作
用
が
助
動
詞
「
能
」
に
及
び
ま

す
。
日
本
語
と
し
て
奇
異
に
響
く
「
斯こ

れ

を
之こ
れ

」
は
、
下
方
の
動
詞
「
信
」
の
目
的
語

「
之
」
が
「
斯
」
に
身
を
や
つ
し
て
上
方
に
倒
置
さ
れ
、
そ
の
下
に
倒
置
の
標
識

「
之
」
が
附
い
た
も
の
で
す
。「
斯
」
は
、
本
来
「
信
」
の
目
的
語
で
す
か
ら
、
助
詞

「
を
」
を
補
っ
て
「
斯こ

れ
ヲ」
と
訓
じ
、
倒
置
の
標
識
「
之
」
は
機
械
的
に
「
之こ
れ

」
と
訓

読
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

48
は
、
再
読
文
字
「
盍
」
の
含
む
否
定
の
意
味
が
動
詞
「
言
」
に
掛
か
っ
て
い
ま

鳳ほ
う

鳥て
う

至い
た

ら
ず
。

　

41
学ベ

バ

則チ

不
覗

固ナ
ラ。（『

論
語
』
学
而
）

学ま
な

べ
ば
則す
な
はち

固こ

な
ら
ず
。

　　

二
つ
と
も
容
易
に
訓
読
で
き
る
例
で
す
が
、
否
定
辞
「
不
」
を
見
慣
れ
て
い
て
も
、

そ
の
品
詞
を
問
わ
れ
る
と
、
あ
や
ふ
や
な
向
き
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ

「
不
」
が
副
詞
で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
く
だ
さ
い
。
文
法
上
、「
不
」
は
、
40
で

は
動
詞
「
至
」
を
、
41
で
は
形
容
詞
「
固
」
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
す
。
否
定
と
い

う
の
は
、
あ
く
ま
で
「
不
」
が
持
つ
意
味
で
あ
り
、
文
法
機
能
と
は
別
の
話
で
す
。

　

副
詞
「
不
」
は
、
副
詞
そ
れ
自
体
や
助
動
詞
を
も
否
定
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
二
つ

ず
つ
例
を
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　　

42
不
巴

多ク
ハ

食ラ
ハ馬

（『
論
語
』
郷
党
）

多お
ほ

く
は
食く

ら
は
ず
。

　

43
勇
者ハ

不
巴

必ズ
シ
モ

有ラ
蝿

仁
。（『
論
語
』
憲
問
）

勇ゆ
う

者し
や

は
必か
な
らず

し
も
仁じ
ん

有あ

ら
ず
。

　

44
朽
木ハ

不ル
覗

可カ
ラ覗

雕ル

也
。（『
論
語
』
公
冶
長
）

朽き
う

木ぼ
く

は
雕ゑ

る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　

45
不
覗

能ハ
覗

正シ
ク
ス
ル
コ
ト巴

其ノ

身ヲ
馬

（『
論
語
』
子
路
）

其そ

の
身み

を
正た
だ

し
く
す
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。

　　

42
・
43
は
、
い
わ
ゆ
る
部
分
否
定
の
例
で
、「
不
」
が
副
詞
「
多
」「
必
」
を
修
飾

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
否
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
44
・
45
は
、「
不
」
が
助
動

詞
「
可
」「
能
」
を
否
定
し
ま
す
。
英
語
で
あ
れ
ば
、
語
順
が
〈cannot

〉
と
な
り
、

助
動
詞
〈can

〉
に
対
し
て
否
定
辞
〈not

〉
が
後
置
さ
れ
ま
す
が
、
漢
文
で
は
、
あ
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
二
十
七
号　

二
〇
一
九
年

の
類
例
は
、
醍
醐
寺
所
蔵
『
孔
雀
経
音
義
』（
平
安
中
期
写
本
）
に
見
え
る
が
、
ア
行
・
ナ
行
を
欠

く
。
ほ
ぼ
今
日
の
五
十
音
図
に
近
い
例
は
、
明
覚
『
反
音
作
法
』（
一
〇
九
三
年
／
一
〇
九
五
年
写

本
）
が
載
せ
る
。
詳
し
く
は
、
馬
淵
和
夫
『
五
十
音
図
の
話
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
九
三
年
）
な

ど
を
参
照
。

（
6
）　
〔
漢
〕
許
慎
『
説
文
解
字
』
は
九
、
三
五
三
字
を
載
せ
る
が
、〔
後
魏
〕
張
揖
『
広
雅
』
で
一
八
、

一
五
〇
字
と
ほ
ぼ
倍
増
し
、〔
梁
〕
顧
野
王
『
玉
篇
』
は
二
二
、
七
二
六
字
、〔
唐
〕
顔
真
卿
『
韻
海

鑑
源
』
は
二
六
、
九
一
一
字
を
収
録
す
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
後
、〔
明
〕
張
自
烈
『
正
字
通
』
で

三
三
、
四
四
〇
字
と
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、〔
清
〕
張
玉
書
ほ
か
『
康
煕
字
典
』
は
四
七
、
○
三

五
字
を
載
せ
る
。

（
7
）　
《
鷗
外
全
集
》
第
二
十
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
三
五
六
〜
三
五
七
頁
。

（
8
）　

注
（
7
）
同
書
四
一
三
頁
。
末
尾
に
見
え
る
「
熟
く
」
は
、
暫
く
「
熟よ

く
」
と
訓
じ
た
が
、
鷗
外

は
「
熟よ
く
よく
」
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
く
」
は
「
久
」（
二
の
字

点
）
の
誤
植
で
、
本
来
は
「
熟つ
ら
つ
ら久
」
と
読
む
べ
き
字
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
9
）　

鷗
外
が
記
し
た
「
岳
陽
楼
記
」
引
用
部
分
の
冒
頭
「
日
月0

」
は
、
一
般
に
「
日
星0

」
に
作
る
が
、

今
、
鷗
外
が
記
し
た
「
日
月0

」
の
ま
ま
論
じ
る
。
な
お
、「
曜
」
は
「
耀
」
と
通
用
し
、「
檝
」
は

「
楫
」
の
別
体
字
。

（
10
）　
〈K

nabe

〉
を
「
く
な
あ
べ0

」、〈Gestade

〉
を
「
げ
す
た
あ
で0

」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
る

と
、〈Bade

〉
の
「
ば
あ
ど0

」
は
誤
植
で
、
正
し
く
は
「
ば
あ
で0

」
の
可
能
性
が
高
い
。〈Bade

〉

と
〈Gestade

〉
が
脚
韻
を
踏
む
点
か
ら
も
、
本
来
は
「
ば
あ
で0

」
か
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）　
「
ド
イ
ツ
語
の
訓
読
で
は
今
一
つ
理
解
し
づ
ら
い
」
と
言
う
向
き
に
、『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
』

の
同
一
箇
所
の
英
訳
〈In the sun on the lake little w

aves are leaping, O
n the soft 

grassy bank the shepherd-boy sleeping

〉J.C.F.von Schiller, W
ilhelm

 T
ell, translated 

and edited by W
illiam

 F. M
ainland, T

he U
niversity of Chicago Press, Chicago and 

London, 
1972, 

p.5

を
提
供
し
て
お
く
。
こ
れ
を
鷗
外
流
に
訓
読
す
れ
ば
、
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う

に
な
ろ
う
。

　

〈In

〉 

覗〈the sun

〉 

覗〈on

〉 

覗〈the lake

〉 

〈little w
aves

〉 

〈are leaping,

〉

な
か
に　
　
　

ザ
サ
ン
の　
　

う
へ
の　　
　

ザ
レ
イ
ク
の　
　

ち
ひ
さ
き
ウ
ェ
ー
ブ
ズ　

は
ね
あ
が
り

〈O
n

〉 

覗〈the soft grassy bank

〉 

〈the shepherd-boy

〉 

〈sleeping

〉

に　
　

や
は
ら
か
き
グ
ラ
ス
の
は
ゆ
る
バ
ン
ク　
　

ザ
シ
ェ
パ
ー
ド
ボ
ー
イ　
　

ね
む
れ
り

　

　

全
体
で
「
ザ
レ
イ
ク
の
う
へ
の
ザ
サ
ン
の
な
か
に
、
ち
ひ
さ
き
ウ
ェ
ー
ブ
ズ
は
ね
あ
が
り
、
や
は

ら
か
き
グ
ラ
ス
の
は
ゆ
る
バ
ン
ク
に
、
ザ
シ
ェ
パ
ー
ド
ボ
ー
イ
ね
む
れ
り
」
と
な
る
。
現
在
の
日
本

語
は
、
英
語
か
ら
積
極
的
に
語
彙
を
借
用
し
て
い
る
の
で
、「
ザ
」
が
定
冠
詞
〈the

〉
だ
と
わ
か
れ

す
。「
盍
」
の
再
読
「
ざ
る
」
は
、
係
助
詞
「
ぞ
」
に
呼
応
し
て
係
り
結
び
が
生
じ
、

「
ず
」
が
連
体
形
に
活
用
し
た
も
の
で
す
。

　

以
上
、「
副
詞
＋
動
詞
」「
副
詞
＋
形
容
詞
」「
副
詞
＋
文
」
を
確
か
め
、
ま
た
副

詞
「
不
」
に
つ
い
て
、「
不
＋
副
詞
」「
不
＋
助
動
詞
」
の
例
を
挙
げ
、
さ
ら
に
否
定

辞
「
弗
」
お
よ
び
否
定
の
意
味
を
含
む
再
読
文
字
「
未
」「
盍
」
に
つ
い
て
確
認
し

ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
副
詞
に
関
し
て
は
、
疑
問
副
詞
や
副
詞
句
に
つ
い
て
も
調
べ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
確
認
・
検
証
は
次
稿
に
譲
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
註
】

（
1
）　

日
本
語
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
お
も
定
説
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
北
方
説
に
従

い
、
暫
く
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
族
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
て
お
く
。

（
2
）　

オ
ラ
ン
ダ
語
や
英
語
を
漢
文
訓
読
流
に
読
解
し
よ
う
と
す
る
蘭
文
訓
読
・
英
文
訓
読
の
概
要
に
つ

い
て
は
、
拙
文
「
漢
文
訓
読
と
英
文
解
釈
　

―
　

〈
英
文
訓
読
〉
宿
命
論
」（
川
本
皓
嗣
・
井
上
健

﹇
編
﹈『
翻
訳
の
方
法
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
／
一
九
七
〜
二
一
五
頁
）
を
御
参
照
い

た
だ
き
た
い
。
詳
し
く
は
、
森
岡
健
二
『
欧
文
訓
読
の
研
究
　

―
　

欧
文
脈
の
形
成
　

―
　

』（
明
治
書

院
、
一
九
九
九
年
）
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
3
）　

漢
字
が
渡
来
す
る
以
前
に
日
本
固
有
の
「
神じ
ん

代だ
い

文
字
」
が
存
在
し
た
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
今
日
、

学
術
的
に
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、〔
平
安
〕
斎い
ん

部べ
の

広ひ
ろ

成な
り

『
古
語
拾
遺
』（
八

〇
七
年
）
序
が
記
す
「
蓋シ

聞ク

〈
上
古
之
世
、
未ダ
覗

有ラ
巴

文
字
馬

貴
賤
老
少
、
口
ニ々

相
伝ヘ

、
前
言
往
行
、

存シ
テ

而
不ト
覗

忘レ

〉」（
蓋け
だ

し
聞き

く
「
上じ
や

古う
こ

の
世よ

、
未い
ま

だ
文も

字じ

有あ

ら
ず
。
貴き

賤せ
ん

老ら
う

少せ
う

、
口く
ち

々ぐ
ち

に
相あ
ひ

伝つ
た

へ
、
前ぜ
ん

言げ
ん

往わ
う

行か
う

、
存そ
ん

し
て
忘わ
す

れ
ず
」
と
／
現
行
方
式
に
よ
る
訓
読
）
に
従
い
、
漢
字
に
先
立
つ
文
字
は
日
本

に
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
。

（
4
）　

悉
曇
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
文
字
す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
指
す
。
日
本
で
は
、
平
安
時
代
以

来
、
真
言
宗
な
ど
密
教
系
の
仏
教
で
、
真
言
（
仏
陀
の
言
葉
）
を
正
確
に
唱
え
る
べ
く
、
そ
の
文
字

と
発
音
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
反
切
は
、
中
国
語
の
発
音
を
示
す
古
典
的
な
方
法
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、「
孔
」
字
の
発
音
を
「
康
董
切
」（
康コ
ウ

董ト
ウ
ノ

切せ
つ

）
と
表
示
し
、
上
字
「
康コ
ウ

」kou

の
語
頭
子
音
〈k-

〉
と
下
字
「
董ト
ウ

」tou

の
語
頭
子
音
を
除
い
た
〈-ou

〉
と
を
合
成
し
て
〈kou

〉

と
発
音
す
る
こ
と
を
示
す
。

（
5
）　

い
わ
ゆ
る
五
十
音
図
が
誕
生
し
た
の
は
、
平
安
時
代
末
期
の
こ
と
で
あ
る
。
最
も
古
い
五
十
音
図

φ
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漢
文
訓
読
の
初
期
条
件
（
初
稿
）　
〔
上
〕　　
　

古
田
島
洋
介

足
に
よ
る
。
な
お
、
黒
柳
氏
は
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
読
解
に
困
難
を
も
た
ら
す
要
因
を
四
つ
指
摘

し
て
い
る
（
六
一
頁
）
が
、
す
べ
て
大
な
り
小
な
り
日
本
語
に
も
当
て
は
ま
る
点
が
興
味
深
い
。
第

一
の
「
一
文
字
多
音
」
は
、
多
層
構
造
の
日
本
漢
字
音
（
呉
音
・
漢
音
・
唐
音
・
慣
用
音
）
お
よ
び

複
数
の
音
価
を
持
つ
仮
名
「
う
」
な
ど
が
抱
え
る
問
題
に
通
じ
よ
う
。
第
二
の
「
文
字
結
合
形
」
は
、

草
書
に
よ
る
漢
字
の
連
綿
体
を
想
起
さ
せ
る
。
第
三
の
「
史
的
記
法
」
は
、
旧
い
表
記
を
残
し
つ
つ

新
し
い
発
音
で
読
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
（
い
わ
ゆ
る
字
音
仮
名
遣
い
を
含

む
）
の
問
題
そ
の
も
の
と
称
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
第
四
の
「
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
（
訓
読

語
詞
）」
は
、
本
文
に
述
べ
た
と
お
り
、
日
本
語
の
訓
読
み
と
同
じ
現
象
で
あ
り
、
中
世
ペ
ル
シ
ア

語
の
文
章
の
な
か
で
実
際
に
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
が
ど
の
く
ら
い
の
比
率
で
用
い
ら
れ
た
か
は
、
同

書
が
載
せ
る
文
例
と
そ
の
音
訳
（
六
九
〜
七
一
頁
）
で
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
黒
柳
氏
の
記
す

「
訓
読
」（
六
四
頁
そ
の
他
）
が
「
訓く
ん

読よ
み

」
の
意
で
あ
り
、「
訓く
ん

読ど
く

」
で
は
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要

だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
氏
が
現
代
日
本
語
に
た
と
え
て
挙
げ
て
い
る
「
梅
花
」
を
「
う
め
の

は
な
」
と
読
む
例
（
同
頁
）
は
、
い
さ
さ
か
適
切
を
欠
く
か
と
思
わ
れ
る
。「
う
め
」
と
「
は
な
」

の
あ
い
だ
に
修
飾
関
係
を
表
す
格
助
詞
「
の
」
を
補
読
す
る
の
は
、
甚
だ
初
歩
的
と
は
い
え
訓く
ん

読ど
く

作

業
の
一
環
で
あ
り
、
決
し
て
訓
読
み
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
。「
梅
花
」
を
単
に
訓
読
み
す
れ

ば
、
あ
く
ま
で
「
う
め
は
な
」
に
と
ど
ま
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
、「
う
め
」
が
元
来
「
梅
」
の
音

読
み
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
無
関
係
の
話
だ
。

（
18
）　

渡
部
昇
一
『
英
文
法
を
撫
で
る
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
一
九
九
六
年
）
一
五
五
〜
一
八
九
頁
。

ば
、「
サ
ン
」「
レ
イ
ク
」
な
ど
は
そ
の
ま
ま
理
解
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
、「
ウ
ェ
ー
ブ
ズ
」
の
意

味
も
見
当
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
グ
ラ
ス
」
は
〈glass

〉（
ガ
ラ
ス
、〔
飲
み
物
の
〕

グ
ラ
ス
）
と
取
り
違
え
る
お
そ
れ
が
大
き
く
、「
バ
ン
ク
」
も
、〈
湖
畔
〉
で
は
な
く
、〈
銀
行
〉
と

誤
解
す
る
確
率
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。「
ザ
シ
ェ
パ
ー
ド
ボ
ー
イ
」
に
至
っ
て
は
、「
シ
ェ
パ
ー

ド
」
が
牧
羊
犬
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、〈
シ
ェ
パ
ー
ド
犬
の
よ
う
な
顔
を
し
た
少
年
〉
と

誤
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、〈leap

〉（〈leaping

〉
の
原
形
）
を
「l

は
ね
あ

eap

が
る
」、

〈sleep

〉（〈sleeping
〉
の
原
形
）
を
「s

ね

む

leep

る
」
と
訓
読
み
す
る
よ
う
な
習
慣
は
、
ま
っ
た
く
存

在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
12
）　
『
令
義
解
』
巻
一
「
職
員
令
」
の
〈
大
学
寮
〉
条
に
「
音
博
士
二
人
」
と
あ
り
、
義
解
に
「
掌ル

覗

教フ
ル
コ
ト
ヲ覗

音ヲ

」（
音こ
ゑ

を
教を
し

ふ
る
こ
と
を
掌
つ
か
さ
どる
）
と
見
え
る
。
ま
た
、
巻
三
「
学
令
」
の
〈
先
読
経
文
〉

条
に
「
凡ソ

学
生ハ

、
先ヅ

読メ
巴

経ノ

文ヲ
馬

通
熟シ
テ

然ル

後ニ

講ゼ
ヨ覗

義ヲ

」（
凡お
よ

そ
学が
く

生し
や
うは
、
先ま

づ
経き
や
うの
文ふ
み

を
読よ

め
。
通つ
う

熟じ
ゆ
くし
て
然し
か

る
後の
ち

に
義ぎ

を
講か
う

ぜ
よ
／
現
行
方
式
に
よ
る
訓
読
）
と
あ
る
。《
新
訂
増
補 

国
史
大
系
》

『
令
義
解
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
〔
普
及
版
〕）
三
九
・
一
三
〇
頁
。

（
13
）　
『
令
義
解
』
巻
三
「
学
令
」
の
〈
先
読
経
文
〉
条
に
「
其ノ

試ミ
ル
ハ

巴

読
者ヲ
芭

毎ニ
巴

千
言ノ

内
芭

試ミ
ヨ巴

一
帖
三

言ヲ
馬

講
者ハ

、
毎ニ
巴

二
千
言ノ

内
芭

問ヘ
巴

大
義
一
条ヲ
馬

捴テ

試ミ
ヨ巴

三
条ヲ
馬

通ズ
ル
ヲ

覗

二ニ

為セ
覗

第ト

。
通ズ
ル
ノ
ミ

覗

一ニ

、
及ビ

全ク

不ル
ハ

覗

通ゼ

、
斟
量シ
テ

決
罰セ
ヨ」（

其そ

の
読ど
く

者し
や

を
試こ
こ
ろみ

る
は
、
千せ
ん

言げ
ん

の
内う
ち

ご
と
に
、
一い
ち

帖で
ふ

三さ
ん

言げ
ん

を
試こ
こ
ろみ

よ
。
講か
う

者し
や

は
、
二に

千せ
ん

言げ
ん

の
内う
ち

ご
と
に
、
大た
い

義ぎ

一い
ち

条で
う

を
問と

へ
。
捴す
べ

て
三さ
ん

条で
う

を
試こ
こ
ろみ

よ
。
二に

に
通つ
う

ず
る
を
第だ
い

と
為な

せ
。

一い
ち

に
通つ
う

ず
る
の
み
、
及お
よ

び
全ま
つ
たく
通つ
う

ぜ
ざ
る
は
、
斟し
ん

量り
や
うし
て
決け
つ

罰ば
つ

せ
よ
）
と
あ
り
、
末
尾
「
斟
量
決

罰
」
の
﹇
義
解
﹈
に
「
斟
狽

酌ス
ル
ニ

其ノ

笞
捶
之
多
少ヲ
芭

博
士
隨ツ
テ覗

状ニ

量
決ス

」（
其そ

の
笞ち

捶す
い

の
多た

少せ
う

を
斟
し
ん
し

酌や
く

す
る
に
、
博は
か

士せ

状じ
よ
うに

随し
た
がつ

て
量り
や

決う
け
つす

／
現
行
方
式
に
よ
る
訓
読
）
と
あ
る
。
注
（
12
）
同
書
一
三

一
頁
。

（
14
）　

こ
の
光
源
氏
の
言
葉
は
「
大
和
魂
」
と
い
う
語
の
初
見
で
あ
り
、〈
漢
学
の
素
養
〉
を
意
味
す
る

「
才
」
に
対
し
て
、〈
日
本
人
と
し
て
の
実
務
能
力
〉
を
指
す
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

（
15
）　

地
図
帳
に
関
す
る
論
議
は
、
帝
国
書
院
編
集
部
﹇
編
﹈『
新
詳
高
等
社
会
科
地
図
』（
帝
国
書
院
、

五
訂
版
、
一
九
九
二
年
）
お
よ
び
同
﹇
編
﹈『
標
準
高
等
地
図
　

―
　

地
図
で
読
む
現
代
社
会
　

―
　

』

（
帝
国
書
院
、
初
訂
版
、
二
〇
〇
九
年
）
に
基
づ
く
。
張
競
『
時
代
の
憂
鬱 

魂
の
幸
福
　

―
　

文
化
批

評
と
い
う
ま
な
ざ
し
　

―
　

』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
二
六
七
〜
二
六
九
頁
の
一
文
「
地
名
表

記
は
文
化
の
連
続
性
に
配
慮
す
べ
し
」
に
も
同
じ
趣
旨
の
論
議
が
見
え
る
。

（
16
）　

曺
斗
鉉
﹇
編
著
﹈『
模
範 

漢
文
入
門
』（
一
志
社
、
一
九
七
二
年
、
ソ
ウ
ル
）
二
〇
五
頁
。
懸ヒ
ヨ

吐ン
ト

の
有
無
・
多
少
お
よ
び
語
彙
に
つ
い
て
は
、
読
解
者
に
よ
っ
て
揺
れ
が
生
じ
る
。

（
17
）　

中
世
ペ
ル
シ
ア
語
（
い
わ
ゆ
る
パ
フ
ラ
ヴ
ィ
ー
語
）
の
ウ
ズ
ワ
ー
リ
シ
ュ
ン
に
関
す
る
記
述
は
、

全
面
的
に
黒
柳
恒
男
『
ペ
ル
シ
ア
語
の
話
』（
大
学
書
林
、
一
九
八
四
年
）
五
五
〜
七
二
頁
そ
の
他

に
基
づ
く
。
文
中
に
「
知
っ
た
か
ぶ
り
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
私
の
ペ
ル
シ
ア
語
に
関
す
る
知
識
は
、

も
っ
ぱ
ら
同
書
か
ら
得
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
も
し
事
実
誤
認
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
に
私
の
理
解
不


