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谷
崎
潤
l
郎
の
『
Ft

(ま
ん
じ
)』
に
お
け
る
文
体
的
特
徴
に
つ
い
て
(

l

)

-

越
境
者
の
聞
い
た

｢大
阪
語
｣
-

湯

浅

英

男

一

は
じ
め
に

小
説
は

｢語
り
｣

(Erza
h

lung)の
l
つ
の
典
型
的
な
形
式
で
あ
り
'
そ
れ
は
ま
た

｢煽
り
｣
と
い
う
行
為
と
も
相
通
ず
る
性
格
を
も

つ

(坂
部

一
九
九

〇
㌧
四
五
頁
)｡
そ
こ
で
は
言
語
の
も
つ
様
々
な
可
能
性
が

｢語
り
手
｣
-
そ
れ
自
体
､
小
説
家
の

｢
自
我
主
体
の

二
重
構
造
｣
(同
上
'
四
十
七
貢
)
の
現
わ
れ
で
も
あ
る
-
に
よ
っ
て
駆
使
さ
れ
'
語
り
の
構
造
が
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
従
っ

て
､
使
用
さ
れ
る
語
嚢

･
統
語
論

･
修
辞
法

･
比
職
な
ど
に
見
ら
れ
る
文
体
的
諸
特
徴
は
､
語
り
方
-

偏
り
方
を
探
る
最
初
の
手
掛
か
り

と
も
な
る
.
本
稿
で
は
谷
崎
潤

l
郎
の

『Ft

(ま
ん
じ
)』
を
例
に
取
り
上
げ
'
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
文
体
的
特
徴
-
と
り
わ
け
､
方
言
'

擬
声
語

･
擬
態
語
'
外
来
語
を
め
ぐ
る
ー
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
｡
こ
の
作
品
自
体
は
'
谷
崎
が

一
九
二
三
年

(大
正
十
二
年
)
の

関
東
大
震
災
の
後
'
関
西
に
移
り
住
み
､
関
西
を
舞
台
に
し
て
発
表
し
た
作
品
の
う
ち
､
最
も
初
期
の
も
の
に
属
す
る
｡
そ
れ
は
'

一
九

二
八
年

(昭
和
三
年
)
か
ら

1
九
三
〇
年

(同
五
年
)
に
か
け
て

『改
造
』
に
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
O
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二

大
阪
弁

こ
の
連
載
小
説
の
言
葉
に
つ
い
て
は
'
｢第

一
回
だ
け
が
標
準
語
の
日
常
語
で
書
か
れ
､
第
二
回
以
降
は
二
人
の
若
い
関
西
婦
人
に
大

阪
言
葉
に
翻
訳
さ
せ
た
も
の
に
'
潤

一
郎
が
手
を
加
え
た
も
の
を
発
表
し
た
｣
(
ア
ル
バ
ム
､
四
二
頁
)
と
言
わ
れ
る
｡
す
べ
て
大
阪
弁

で
統

l
さ
れ
単
行
本
化
さ
れ
た
際
に
は

(
l
九
三

一
年
四
月
改
造
社
よ
り
刊
行
)､
内
容
も

一
部
書
き
換
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る

(瀬
招

7
九
六
〇
).
当
然
東
京
日
本
橋
出
身
で
'
三
〇
代
後
半
で
関
西
に
引
っ
越
し
た
谷
崎
が
関
西
方
言
'
し
か
も
女
性
言
葉
を
扱
う
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
｡
従

っ
て
助
手
と
し
て
大
阪
府
立
女
子
専
門
学
校
出
身
の
女
性
が
順
次
二
名
'

一
年
余
り
雇
わ
れ
る
こ
と
と
な
る

(
ア
ル

(-
)

バ
ム
'
同
上
､
前
田

一
九
六

l
'
八
六
貢
等
参
照
)｡

『把

(ま
ん
じ
)』
の
中
で
先
生
を
相
手
に
一
人
称
の
語
り
手
を
演
じ
る
柿
内
園

子
の
言
葉
､
あ
る
い
は
園
子
の
同
性
愛
の
相
手
で
あ
る
徳
光
光
子
の
言
葉
-
つ
ま
り
大
阪

･
関
西
と
い
っ
た
地
域
色
の
強
い
言
葉
1
を
ど

の
よ
う
な
名
称
で
呼
ぶ
か
に
つ
い
て
は
'
議
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
小
説
内
で
は
徳
光
光
子
は
船
場
の
問
屋
の
お
嬢
さ
ん
で
あ
り
､

前
田

(同
上
､
二
八
頁
)
の
推
測
に
よ
れ
ば
t
.jf
内
園
子
も
光
子
と
言
葉
使
い
が

｢全
く
同
じ
｣
で
あ
る
た
め
､
｢
船
場
生
ま
れ
の
船
場

育
ち
｣
の
同
郷
と
見
ら
れ
る
｡
谷
崎
自
身
は

『私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
』
(
一
九
三
二
､
引
用
は
中
央
公
論
社
版
全
集

第
二
〇
巻

一
九
八
二
に
よ
る
)
の
中
で
､
｢東
京
人
｣
｢大
阪
人
｣
に
対
応
さ
せ
る
形
で
'
｢東
京
語
｣
｢大
阪
語
｣
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
｡
こ

れ
は
､
い
わ
ば

｢関
西
人
と
関
東
人
と
は
'
生
理
的
に
'
体
質
的
に
'
超
え
が
た
い
差
異
の
あ
る
こ
と
｣
(全
集
版
三
六
七
貢
'
但
し
仮

名
は
現
代
仮
名
遣
い
に
'
漢
字
も
適
宜
常
用
漢
字
に
改
め
た
'
以
下
同
様
)
を
認
識
し
た
上
で
､
東
京
弁
'
大
阪
弁
に
対
し
て
も
'
単
に

共
通
す
る
日
本
語
の
地
域
的
変
異
形
-
い
わ
ゆ
る

｢方
言
｣
-
以
上
の
差
異
を
認
め
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
そ
こ
に
住
む
人
の

精
神

･
習
慣

･
風
俗

･
文
化
す
べ
て
の

｢超
え
が
た
き
差
異
｣
は
'
言
語
の
差
異
に
も
決
定
的
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
｡
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関
東
大
震
災
で
壊
滅
状
態
と
な
っ
た

｢東
京
が
復
興
す
る
迄
の
腰
か
け
の
つ
も
り
だ
っ
た
｣
関
西
へ
の
移
住
が
'
｢出
来
得
べ
-
ん
ば
今

後
も
永
久
に
此
の
地
に
腰
を
据
え
｣
よ
う
と
思
う
ま
で
に
な
っ
た
谷
崎
も
'
｢蓋
し
私
は
い
つ
迄
た
っ
て
も
東
京
人
た
る
本
来
の
気
質
を

失
わ
な
い
で
あ
ろ
う
｣
と
言
う

(谷
崎

一
九
三
二
㌧
全
集
版
三
五

一
貢
)｡

つ
ま
り
大
阪
人
､
あ
る
い
は
大
阪
語
へ
の
観
察
は
､
｢や
は

り
何
処
迄
も

『東
京
か
ら
移
住
し
た
者
』
の
眼
を
以
っ
て
す
る
こ
と
に
な
る
｣
(同
上
)｡
こ
れ
は
言
う
な
れ
ば
､
関
東
か
ら
関
西
へ
の

(2
)

｢越
境
者
｣
谷
崎
の
関
西
弁

･
関
西
人

･
関
西
文
化
へ
の
冷
静
で
客
観
的
な
分
析
で
も
あ
る
.

二
･一
標
準
語
か
ら
大
阪
弁
へ

単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た

『FP
(ま
ん
じ
)』
に
お
け
る
語
り
手
柿
内
園
子
や
'
徳
光
光
子
の
言
葉
は
､
た
と
え
小
説
内
で
の
住
ま

い
が
阪
神
地
域
-
つ
ま
り
神
戸
か
ら
大
阪
に
至
る
地
域
-
の
香
炉
園
や
芦
屋
川
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
谷
崎
の
助
手
の
学
歴
か
ら
推
察
す

れ
ば
､
前
田

(
一
九
六

一
)
の
よ
う
に

｢船
場
言
葉
｣
と
限
定
し
な
-
と
も
'
当
時

(
つ
ま
り
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
)
の
大
阪
弁

(谷

(3
)

崎
の
使
っ
た

｢大
阪
語
｣
と
い
う
用
語
の
使
用
を
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
お
け
ば
)
と
し
て
お
-
の
か
妥
当
で
あ
ろ

う

｡

ま
た
東
京
人
で

あ
る
谷
崎
が
､
そ
れ
以
前
の
小
説
で
用
い
て
い
た
言
葉
に
つ
い
て
は
'
と
り
あ
え
ず

｢
標
準
語
｣

(Standardsp
ra
ch
e)
と
し
て
お
き

た
い
｡
つ
ま
り
小
説
の
言
語
-
と
り
わ
け
地
の
文
の
中
の
-
は
､
東
京
の
住
人
の
生
活
の
言
葉
と
は
や
は
り
細
か
な
点
で
差
異
が
存
在
す

る
で

あ
ろ
う
し
､
あ
る
意
味
で
作
家
に
よ
っ
て
標
準
化
典
型
化
さ
れ
た
側
面
を
持

つ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

本
稿
で
は

『把

(ま
ん
じ
)』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
大
阪
弁
の
特
徴
を
概
観
･分
析
し
て
み
た
い
｡
だ
が
そ
の
前
に
へ
最
初
谷
崎
が
発
表

し
た

『改
造
』
(
一
九
二
八
1
一
九
三
〇
)
で
の
連
載

(最
初
の
数
回
は
標
準
語
を
用
い
て
い
る
'
あ
る
い
は
標
準
語
を
抜
け
き
れ
て
い

な
い
と
言
わ
れ
る
)
と
､
そ
の
後
単
行
本
で
大
阪
弁
に
改
め
ら
れ
た
作
品
と
の
違
い
に
つ
い
て
'
若
干
の
文
体
的
特
徴
を
手
掛
か
り
に
見

て
お
き
た
い
｡
当
然
大
阪
弁
に
改
め
て
か
ら
の
作
品
で
は
､
東
京
人
で
あ
る
谷
崎
が
助
手
で
あ
る
関
西
女
性
の
ど
の
よ
う
な
大
阪
弁
の
表
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現
に
注
目
し
た
か
が
伺
え
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
谷
崎
は
関
西
女
性
の
大
阪
弁
へ
の
翻
訳
の
す
べ
て
を
採
用
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
､

そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
谷
崎
の
聞
-
大
阪
弁
の
イ
メ
ー
ジ

(む
し
ろ
彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
音
声

･
声
と
言

っ
た
ほ
う
が
よ
い
が
)
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
O

つ
ま
り
小
説
に
使
う
大
阪
弁
に
つ
い
て
は
､
関
西
女
性
に
よ
る
翻
訳
を
標
準
語
と
も
比
較
し
な
が
ら
､
丹
念

で
iiE

に
取
捨
選
択
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か

｡

い
わ
ば
標
準
語
の
文
体
か
ら
大
阪
弁
の
文
体
へ
の
書
き
換
え
は
'
谷
崎
が
大
阪
弁
の

特
徴
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
､
作
品
へ
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
上
で
'
こ
の
上
な
い
素
材
と
な
る
｡

谷
崎
が

『
改
造
』

l
九
二
八
年
三
月
号
に
発
表
し
た

『Ftj
(ま
ん
じ
)』
の
第

7
回
つ
ま
り

｢
そ
の

二

に
お
い
て
標
準
語
で
執
筆
し

た
こ
と
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
が
､
そ
の
あ
と
の
回
に
ど
の
よ
う
に
大
阪
弁
を
混
入
さ
せ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
よ
う
で

あ
る

(河
野

一
九
七
六

等
参
照
)｡
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず

｢
そ
の
二

か
ら

｢
そ
の
四
｣
(同
年
'
六
月
号
)
ま
で
の
冒
頭
部
分
に
つ

い
て
､
『改
造
』
版

(
-
K
)
と
後
に
大
阪
弁
に
統

1
さ
れ
た
版

(
こ
こ
で
は
中
央
公
論
社
版
全
集

第

二

巻
を
用
い
る
=
C
)
を
比

較
し
'
谷
崎
か
ら
見
た
大
阪
弁
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

(仮
名
遣
い
､
漢
字
等
は
原
文
の
ま
ま
挙
げ
て
い
る
が
'
ル
ビ
は
省
略
し
た
｡
ま

た
以
下
で
の
説
明
の
た
め
の
傍
線
は
湯
潅
に
よ
る
)｡

(K
l
)
先
生
､
わ
た
く
し
今
日
は
す
っ
か
り
聞
い
て
頂
-
つ
も
り
で
伺
ひ
ま
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
t
で
も
あ
の
､
-
-
折
角
お
仕
事
中

の
と
こ
ろ
を
お
宜
し
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
の
-

そ
れ
は
そ
れ
は
詳
し
-
申
し
上
げ
ま
す
と
賓
に
長
い
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
の
よ
｡

ほ
ん
と
う
に
わ
た
く
L
t
せ
め
て
も
う
少
し
自
由
に
筆
が
動
き
ま
し
た
ら
'
自
分
で
此
の
事
を
何
か
ら
何
ま
で
書
き
留
め
て
'

小
説
の
や
う
な
風
に
ま
と
め
て
､
先
生
に
見
て
頂
か
う
か
と
も
思

っ
た
り
致
し
ま
し
た
ん
で
す
が
'
(以
下
略
)
(
三
月
号
'

｢
そ
の

こ
)
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(c
l
)
先
生
､
わ
た
し
今
日
は
す
っ
か
り
聞
い
て
も
ら
ふ
つ
も
り
で
伺
い
ま
し
た
の
ん
で
す
け
ど
､
折
角
お
仕
事
中
の
と
こ
か
ま
ひ
ま

せ
ん
で
す
や
ろ
か
-

そ
れ
は
〈

委
し
い
に
申
し
上
げ
ま
す
と
賓
に
長
い
の
ん
で
'
ほ
ん
ま
に
わ
た
し
'
せ
め
て
も
う
少
し

自
由
に
筆
動
き
ま
し
た
ら
'
自
分
で
こ
の
事
何
か
ら
何
ま
で
書
き
留
め
て
､
小
説
の
や
う
な
風
に
ま
と
め
て
'
先
生
に
見
て
も

ら
ほ
う
か
思
た
り
し
ま
し
た
の
ん
で
す
が
､
(以
下
略
)

(K
2
)
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら
二
三
日
た
ち
ま
す
と
'
又
モ
デ
ル
の
時
間
に
校
長
先
生
が
這
入

っ
て
い
ら
し
つ
て
､
私
の
給
の
前
に
立
ち

止
ま
っ
て
は
に
や
に
や
お
笑
ひ
に
な
る
ん
で
す
の
｡
さ
う
し
て

｢柿
内
さ
ん
｣
て
仰

つ
し
や
っ
て
'
｢柿
内
さ
ん
､
ど
う
も
此

の
槍
は
撃
で
す
ね
｡
ま
す
ま
す
モ
デ
ル
に
似
な
い
や
う
に
な
っ
て
来
ま
す
ね
｡
い
っ
た
い
あ
な
た
は
誰
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ら

ヽ
ヽ

っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
｣

っ
て
'
妙
に
冷
や
か
す
や
う
な
眼
つ
き
で
私
の
務
を
じ
い
ッ
と
税

つ
め
る
ん
で
す
の
o
｢
お
や
､
さ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
か
し
ら
｡
モ
デ
ル
に
似
て
を
り
ま
せ
ん
で
す
か
｣

っ
て
'
わ
た
く
し
痛
に
さ
は
り
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
､
わ

ざ
と
さ
う
云

っ
て
や
り
ま
し
た
の
｡

(以
下
略
)
(四
月
号
､
｢
そ
の
二
｣
)

(C
2
)
と
こ
ろ
が
そ
い
か
ら
二
三
日
た
ち
ま
す
と
'
又
モ
デ
ル
の
時
間
に
校
長
先
生
が
這
入

っ
て
来
ら
れ
て
'
私
の
槍

工
の
前
い
立
ち

止
ま
っ
て
に
や
〈

笑
ほ
れ
ま
す
ね
ん
｡
そ
し
て

｢柿
内
さ
ん
｣
云
ひ
な
さ
っ
て
'
｢柿
内
さ
ん
'
ど
う
も
此
の
槍

土
壁
で
す

な
あ
｡
ま
す
〈

モ
デ
ル
に
似
ん
や
う
に
な
っ
て
来
ま
す
ね
｡
い
っ
た
い
あ
ん
た
は
誰
モ
デ
ル
に
し
て
を
ら
れ
る
の
ん
で
す
か
｣

と
､
冷
や
か
す
や
う
な
眼
つ
き
で
私
の
転
じ
い
ツ
と
税
つ
め
な
さ
る
の
ん
で
す
｡
｢
お
や
'
さ
う
で
す
か
し
ら
ん
｡

モ
デ
ル
に

似
て
え
し
ま
せ
ん
か
｣
と
､
私
痛
に
さ
は
り
ま
し
た
も
ん
で
す
か
ら
､
わ
ざ
と
に
そ
な
い
云
う
て
や
り
ま
し
て
ん
｡
(以
下
略
)
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(K
3
)
そ
し
て
光
子
さ
ん
は
'
ほ
ん
と
に
あ
な
た
に
気
の
毒
で
な
り
ま
せ
ん
､
す
み
ま
せ
ん
す
み
ま
せ
ん
と
何
遍
も
お
云
ひ
に
な
る
も

の
で
す
か
ら
'
わ
た
-
し
の
方
が
却

っ
て
気
の
毒
に
t･･6り
ま
し
て
'
｢
い
～

え
､
い
い
え
'
あ
な
た
が
悪
い
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
｡

憎
い
の
は
校
長
先
生
で
す
｡
教
育
家
と
も
あ
ら
う
ら
の
が
へ
ま
あ
何
て
云
ふ
卑
劣
な
'
-
･･･-
け
ど
､
わ
た
く
L
で
し
た
ら
ど

ん
な
こ
と
を
云
ほ
れ
よ
う
と
ち

つ
と
も
構
ひ
ま
せ
ん
け
れ
ど
､
あ
な
た
こ
そ
お
嫁
入
り
前
の
身
で
'
そ
ん
な
悪
諌
な
人
た
ち
の

民
に
か
か
ら
な
い
や
う
に
御
伺
心
な
さ
い
ま
せ
｣
と
､
此
方
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
慰
め
て
上
げ
ま
す
と
､
(以
下
略
)
(五
月
号
､

｢
そ
の
三
｣
)

(C
3
)
そ
ん
で
光
子
さ
ん
は
'
ほ
ん
ま
に
あ
ん
た
に
気
の
毒
で
な
れ
し
ま
せ
ん
'
す
み
ま
せ
ん
〈

と
何
遍
も
云
ひ
な
さ
い
ま
す
か
ら
､

わ
た
し
の
方
が
如

っ
て
気
の
毒
に
な
り
ま
し
て
'
｢
い
ゝ
え
､
い
～
え
､
あ
ん
た
悪
い
こ
と
あ
れ
し
ま
せ
ん
｡
憎

い
の
ん
は
校

長
先
生
で
す
｡
教
育
家
と
も
あ
ら
う
も
ん
が
､
何
ち
ふ
卑
劣
な
､
-
-
-
け
ど
'
わ
た
し
で
し
た
ら
ど
ん
な
こ
と
云
は
れ
よ
う

と
ち
ょ

っ
と
も
構
め
し
ま
せ
ん
け
ど
'
あ
ん
た
こ
そ
お
嫁
入
り
前
の
身
イ
で
､
そ
ん
な
忌
嫌
な
人
た
ち
の
毘
に
か
～
ら
ん
や
う

に
気
イ
附
け
な
さ
い
や
｣
と
､
此
方
か
ら
あ
れ
こ
れ
と
慰
め
た
げ
ま
し
た
ら
'
(以
下
略
)

(K
4
)
｢
ゆ
う
べ
な
あ
'
内
で
そ
の
話
が
出
て
な
あ
｣
と
'
光
子
さ
ん
は
言
葉
を

つ
が
れ
て
､
｢
お
母
さ
ん
が
わ
た
し
を
呼
び
は
つ
て
､

お
前
'
学
校
で
こ
ん
な
噂
が
あ
る
さ
う
だ
つ
け
ど
､
そ
れ
ほ
ん
と
で
つ
か
と
'
そ
な
い
云
い
ま
す
ね
ん
｡

へ
え
'
そ
ら
そ
ん
な

噂
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま

つ
け
ど
も
'
い
っ
た
い
お
母
さ
ん
'
何
虞
で
き
き
は
り
ま
し
て
ん
-

そ
ら
ま
あ
何
虞
で
も

よろ
し
お

ヽ
ヽ

ヽヽ
~

ま

つ
L
や
な
い
か
｡
そ
れ
よ
か
そ
ら
ほ
ん
ま
の
事
で
つ
か
-

へ
え
'
そ
ら
ほ
ん
ま
で
す
､
そ
や
け
ど
何
が

け
っ
た

い

で
ん

ね
ん
-

友
達
と
仲
好
う
し
て
ゐ
る
ぐ
ら
ゐ
で
｡
(以
下
略
)

(六
月
号
'
｢
そ
の
四
｣
)
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ヽ
ヽ
ヽ

(C
4
)
｢
ゆ
ん
べ
な
あ
'
内
で
そ
の
話
が
出
て
な
あ
｣
と
'
光
子
さ
ん
は
言
葉
を
つ
が
れ
て
'
｢
お
母
さ
ん
が
わ
た
し
を
呼
び
や
は
っ

て
'
お
前
､
撃
校
で
こ
ん
な
噂
あ
る
さ
う
や
け
ど
'
そ
れ
は
ん
ま
で
つ
か
'
云
や
は
る
ね
ん
｡

へ
え
'
そ
ら
そ
ん
な
噂
あ
る
こ

と
は
あ
り
ま
つ
け
ど
も
､
い
っ
た
い
お
母
さ
ん
'
何
虞
で
き
き
や
は
り
ま
し
て
ん
-

そ
ら
ま
あ
何

虞で

もよろし
お
ま

つ
L

ヽ

ヽ

ヽ
~ヽ

や
な
い
か
｡
そ
れ
よ
か
そ
ら
ほ
ん
ま
の
事
で
つ
か
-

へ
え
､
ほ
ん
ま
で
す
､
そ
や
け
ど
何
が
け

っ

た
いで
ん
ね

ん
-

友

達
と
仲
好
う
し
て
る
ぐ
ら
ゐ
で
｡
(以
下
略
)

河
野

(
一
九
七
六
㌧

1
0
貢
以
下
)
は
､
『改
造
』
誌
上
の

r記

(ま
ん
じ
)Jl
連
載
に
お
い
て
'
大
阪
弁
が
会
話
文
や
地
の
文
の
中
に

ど
の
よ
う
に
混
入
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
関
心
を
抱
-
｡
そ
し
て
第

一
回
の
み
が
標
準
語
で
第
二
回
以
降
が
大
阪
弁
で
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
通
説
に
対
し
'
｢第
二
回
な
る
も
の
の
文
体
が
､
大
阪
言
葉
で
は
な
い
｣
上
に
'
第
三
回
も
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
-
地
の
文
'

会
話
文
に

｢大
阪
言
葉
が
処
々
に
混
入
し
は
じ
め
｣
､
第
四
回
目
も
圧
倒
的
に
多
い

｢会
話
の
部
分
は
既
に
大
阪
言
葉
に
な

っ
て
い
る
け

れ
ど
も
'
地
の
文
は
殆
ど
標
準
語
｣
で
あ
る
と
い
う
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
｡
本
稿
で
は
特
に
連
載
で
の
大
阪
弁
混
入
の
変
化
を
扱
う
こ

と
は
し
な
い
が
､
例
え
ば
大
阪
弁
が
好
む

｢
ん
｣
の
付
加
あ
る
い
は
椅
音
便
的
融
合
形
と
し
て
の

｢
の
ん
｣
｢
ね
ん
｣
｢
て
ん
｣
｢
で
ん
ね

ん
｣
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば

(右
の
各
回
冒
頭
部
分
の
傍
線
箇
所
'
及
び

前
田

l
九
六

F
'
五

〇
百
以
下
参
照
)
､
第
三
回
ま
で
の

『改
造
』
(
=
K
)
で
は
'
そ
の
よ
う
な
表
現
が
連
載
冒
頭
部
に
限

っ
て
も
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
'
標
準
語
で

(5
)

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え

る

｡

ま
た
逆
に
言
え
ば
､
単
行
本
で
の
大
阪
弁
へ
の
書
き
換
え
に
つ
い
て
､
樽
音
便
の

｢
ん
｣
の
音
に
谷
崎

が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
以
下
､
先
の
引
用
文
も
適
宜
参
照
し
な
が
ら
'
谷
崎
か
ら
見
た
大
阪
弁
の
特
徴
を
概
観
し

て
み
た
い
｡
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二

･二
当
時
の
大
阪
弁
の
諸
特
徴

谷
崎
が
大
阪
人
､
特
に
大
阪
の
女
性
の

｢声
｣
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
'
大
阪
弁
の
特
徴
と
の
関
連
で
注
目
し
て
よ
い
｡
｢私

は
'
全
体
か
ら
云
う
と
'
東
京
人
よ
り
も
大
阪
人
の
声
の
方
を
よ
り
美
し
く
感
じ
る
｡
(中
略
)
女
に
関
す
る
限
り
'
大
阪
の
方
に
軍
配

を
上
げ
る
｣
(谷
崎

一
九
三
二
､
全
集
版
三
六
三
頁
)｡

つ
ま
り

｢関
東
女
の
声
の
ス
カ
ス
カ
し
て
味
も
素
っ
気
も
な
い
の
が
異
様
に
耳

に
附
い
て
｣
(同
上
､
三
六
四
頁
)
と
関
東
の
女
性
の
声
に
つ
い
て
極
め
て
低
い
評
価
で
あ
る
の
に
対
し
'
大
阪
の
女
性
の
声
に
つ
い
て

は
､
｢浄
瑠
璃
乃
至
地
唄
の
三
味
線
の
よ
う
で
'
ど
ん
な
に
調
子
が
甲
高
-
な
っ
て
も
､
そ
の
声
の
裏
に
必
ず
潤
い
が
あ
り
､

つ
や
が
あ

り
'
あ
た
～
か
味
が
あ
る
｣
(同
上
)
と
肯
定
的
で
あ
る
｡
他
方
で
'
｢あ
の
'
上
方
風
の
'
舌
に
も
つ
れ
る
よ
う
な
ネ
チ
ネ
チ
し
た
声
で

な
け
れ
ば
｣
(同
上
､
三
六
六
頁
)
と
か
'
｢京
都
人
の
発
音
は
､
東
京
に
比
べ
れ
ば
つ
や
が
あ
る
け
れ
ど
も
､
大
阪
ほ
ど
粘
っ
こ
-
な
い
｣

(同
上
､
三
六
三
頁
)
と
述
べ
て
い
る
た
め
'
大
阪
人
の
声
の
特
徴
を
そ
の
粘
っ
こ
さ
に
見
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
河
盛

(
7

九
六
七
)
は
'
｢谷
崎
さ
ん
の

『大
阪
も
の
』
の
な
か
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
会
話
は
'
そ
の
声
の
音
色
ま
で
想
像
し
て
読
ま
な
け
れ

ば
､
そ
の
魅
力
を
本
当
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
谷
崎
の
言
葉
と
符
合
さ
せ
て
考
え
れ
ば
そ
れ
は

事
実
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
ま
ず
谷
崎
の
見
た
大
阪
人
の

｢声
｣
つ
ま
り
発
音
に
関
わ
る
特
徴
を
､
主
要
な
点
に
絞
っ
て
挙
げ
て
み
た
い
｡

(A
)
｢
ん
｣
の
多
用

前
節
で
､
第
三
回
ま
で
の

F改
造
』
連
載
で
は

｢
の
ん
｣
｢
ね
ん
｣
｢
て
ん
｣
な
ど
が
現
わ
れ
ず
'
大
阪
弁
に
よ
る
書
き
換
え
の
後
'
そ

れ
ら
の
表
現
が
現
わ
れ
る
こ
と
を
見
た
が
'
｢
ん
｣
は
こ
れ
以
外
に
も
様
々
な
形
式
で
現
わ
れ
る
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
も
大
阪
弁
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を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る

(以
下
'
現
代
表
記
の
観
点
か
ら
例
文
は
新
潮
文
庫
版
の
も
の
を
用
い
､
そ
の
場
合
貢
数
の
み
付
記
す
る
｡

ま
た
同
書
の
引
用
で
は
以
下
'
傍
点
や
引
用
句
末
の
句
読
点
等
を
省
略
し
た
)｡

も
し
も
そ
ん
な
こ
と
尋
ン
ね
る
も
ん
あ
っ
た
ら

(
一
三
五
)

あ
て
の
方
か
ら
訪
ン
ね
て
行
っ
て

(
一
四
五
)

こ
れ
は
尾
母
音
が
脱
落
す
る
と
起
こ
る

｢頑
子
音
の
逆
行
同
化
｣
の
一
つ
で
t
d
z
un
>
d
Nn
>
n
n
の
音
韻
変
化
に
よ
る

(前
田

一

九
四
九
㌧

一
〇
七
頁
以
下
｡
以
下
同
書
の
引
用
に
際
し
て
は
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
る
)｡
前
田

(同
上
)
は
､
こ
う
し
た
同
化
は

｢
大

阪
靴
り
を
強
烈
に
特
徴
づ
け
る
も
の
｣
と
し
て
い
る
が
､
そ
れ
に
は

｢
ん
｣
の
音
も
貢
献
し
て
い
る
｡
ま
た
否
定
辞
の

｢
へ
ん
｣
も
大
阪

弁
に
特
徴
的
で
あ
る
｡

せ
エ
へ
ん
こ
と
は
せ
エ
へ
ん
云
う
け
ど

(
T
四
四
)

あ
て
か
て
そ
な
い
頼
り
に
さ
れ
た
ら
ど
な
い
嬉
し
い
か
分
か
れ
へ
ん

(
T
四
九
)

も
う

一
日
も
辛
抱
出
来
へ
ん

(
一
五
三
)

標
準
語
と
の
対
比
で
言
え
ば
､
｢分
か
ら
な
い
｣
対

｢分
か
れ
へ
ん
｣
と
い
っ
た
よ
う
に

｢
な
い
｣
と

｢
へ
ん
｣
が
対
応
し
て
い
る
｡
た

だ
こ
の
音
韻
上
の
変
化
も
前
田

(同
上
､
二
〇
一
貢
以
下
)
に
よ
れ
ば
'
例
え
ば

(明
治
以
降
優
勢
に
な
っ
た
)
｢
貫
や
せ
ん
｣
の

｢
せ
｣

が

｢
へ
｣
に
変
化
す
る
と
同
時
に
､
動
詞
の
活
用
形
も
エ
列
苗
に
変
化
し
､
｢買
え
へ
ん
｣
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
｡
上
の
例
で
言
え
ば
､

も
と
は

｢
L
や
せ
ん
｣
｢分
か
り
ゃ
せ
ん
｣
｢出
来
や
せ
ん
｣
が
も
と
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
四
段
動
詞
に
は
ア
列
音

(す
な
わ
ち
'

｢買
わ
へ
ん
｣
｢分
か
ら
へ
ん
｣
等
)
の
系
列
が
あ
り
'

一
部
郡
部
を
除
き
普
及
し
な
い
ま
ま
現
在

(
つ
ま
り
執
筆
時
で
あ
る

一
九
四
九
年

(6
)

頃
)
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
前
田

(同
上
)
の
見
解
で
あ
る
｡

以
上
は
代
表
的
な

｢
ん
｣
の
出
現
例
で
あ
る
が
､
そ
も
そ
も
大
阪
弁
で
は

｢
ん
｣
つ
ま
り
鼻
音

n
そ
の
も
の
の
出
現
頻
度
が
他
の
子
音
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と
比
べ
て
高
い
｡
｢純
粋
度
の
高
い
大
阪
弁
｣
に
お
け
る
子
音
の
出
現
頻
度
は

n

>
k
>
t
>

r
>
m
の
順
で
あ
り
､
こ
の
傾
向

は
安
永
年
代
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る

(前
田
､
同
上
'
五
二
百
)｡
前
田

(
一
九
六

一
㌧
五
四
百
)
は
母
音
に
近
い
性
格
を
も

つ

｢
ん
｣
の

音
に
つ
い
て
､
｢
ま
こ
と
に
柔
ら
か
く
優
し
い
感
じ
を
与
え
'
聞
く
人
の
心
を
な
ご
や
か
に
す
る
｣
と
述
べ
て
い
る
が
'
上
記
の
谷
崎
の

評
価
で
言
え
ば
､
大
阪
弁
の

｢
あ
た
た
か
味
｣
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡

(B
)
山
相
の
名
詞
の
二
相
化

先
に
対
比
の
た
め
に
紹
介
し
た

『改
造
』
の
四
回
の
冒
頭
部
の
文
章
で
も
'
中
央
公
論
社
版
の

(C
2
)
の

｢
給

エ
｣
､

(C
3
)
の

｢身
イ
｣
｢気
イ
｣
は
､
標
準
語
の

『改
造
』
版
の

｢給
｣
｢身
｣
と
異
な
っ
て
二
拍

(
モ
ー
ラ
)
で
発
音

･
表
記
さ
れ
て
い
る
o

こ
う
し

た
標
準
語
で

一
拍
の
単
語

(と
り
わ
け
名
詞
)
の
'
母
音
の
長
音
化
に
よ
る
二
拍
化
は
大
阪
弁
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
.
大
阪
弁
で
書

き
換
え
ら
れ
た

『
把

(ま
ん
じ
)』
で
も
､
そ
の
点
は

一
貫
し
て
い
る
｡
幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
お
く
0

こ
ん
な
日
工
に
遭
い
は
っ
た

(七
七
)

手
工
取
っ
て
み
た
ら

(八

一
)

根
工
も
葉
了
も
な
い
ウ
ソ
ぽ
っ
か
り
で

(
二

〇
)

此
処
い
名
ア
書
い
て
判
お
し
て

(

一二
三)

こ
れ
に
つ
い
て
前
田

(
一
九
六

一
､
四
七
頁
)
は

｢
一
昔
語
を
長
呼
す
る
現
象
｣
と
言
い
'
｢例
外
な
し
に
起
こ
る
｣
と
考
え
て
い
る
｡

ま
た
次
に
見
る
よ
う
に
､
動
詞
も

三
豊
望
息
識
が
働
い
た
時
に
は

｢必
ず
長
呼
さ
れ
る
｣
と
す
る

(次
の
例
も
含
め
'
同
上
).

う
ち
､
あ
の
映
画
見
イ
た
い
わ
ァ
｡

早
よ
寝

エ
や
｡
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前
田
は
基
本
的
に
子
音
の
発
音
が
重
視
さ
れ
る
東
京
弁
に
対
し
'
大
阪
弁
は

｢子
音
よ
り
も
母
音
を
入
念
に
発
音
す
る
｣
(同
上
､
四
六

百
)
し
､
そ
の
結
果

｢大
阪
弁
の
方
が
母
音
に
富
む
｣
(同
上
､
四
八
頁
)
と
指
摘
す
る
｡
こ
れ
は

｢言
っ
た
｣
｢買

っ
た
｣
が
大
阪
弁
で

は

｢言
う
た
｣
｢買
う
た
｣
と
り
音
便
と
な
り
'
母
音
の
数
が

一
つ
増
え
る
現
象
な
ど
と
も
音
韻
上
の
原
理
と
し
て
は
共
通
す
る
と
前
田

は
見
て
い
る

(同
上
､
四
八
頁
以
下
参
照
｡
た
だ
拍
の
数
で
言
え
ば
'
｢言
っ
た
｣
が

｢言
う
た
｣
に
な
っ
て
も
三
相
の
ま
ま
で
増
え
な

い
).
同
時
に
先
の

(A
)
で
示
し
た

｢
ん
｣
と
い
う
鼻
音
の
頻
出
も
､
そ
れ
が
母
音
に
近
い
苦
で
あ
り
､
ま
た

1
柏
と
し
て
の
価
値
を

持
つ
こ
と
か
ら
'
二
相
化
と
い
う
点
で
は

一
拍
の
単
語
の
長
音
化
と
軌
を

1
に
し
て
い
る
0
し
か
し
な
が
ら

l
柏
の
単
語
の
長
音
化
､
つ

ま
り
二
拍
化
の
議
論
は
'
高
低

(ど
ツ
チ
)
ア
ク
セ
ン
-
の
観
点
か
ら
も
考
察
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

周
知
の
よ
う
に
関
西
型
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
､
関
東
型
ア
ク
セ
ン
ト
と
異
な
っ
て
､
第

一
拍
目
が
高
-
始
ま
る
か

(高
起
式
)
､
低
-
始

ま
る
か

(低
起
式
)
の
違
い
が
あ
る
｡
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
､
二
相
の
名
詞
に
あ
っ
て
も
関
東
型
は
三
種
類
'
関
西
型
は
四
種
類
と
な
り
､

関
西
型
ア
ク
セ
ン
ト
の
タ
イ
プ
の
方
が
豊
富
で
あ
る

(以
上
､
渡
辺

l
九
九
六

参
照
)｡

し
か
も
高

･
低
二
つ
の
起
点
を
も
つ
関

西
型
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
拍
数
を
増
や
す
ほ
ど
ア
ク
セ
ン
ト
タ
イ
プ
数
を
倍
数
的
に
増
や
し
て
い
-

(渡
辺
'
同
上
､
五
九
貢
'
山
下

二

〇
〇
四
､
五
六
百
以
下
等
参
照
)｡
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
関
西
弁
で
は
無
意
識
的
に

一
拍
名
詞
も
招
致
を
増
や
す
こ
と
で
豊
富

な
関
西
型
ア
ク
セ
ン
ト
を
有
効
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
.
例
え
ば
前
田

(
T
九
四
九
t

l
六
七
百
以
下
)
の

7
音
節
語

に
つ
い
て
の
説
明
を
､
相
の
考
え
に
置
き
換
え
整
理
し
な
お
す
と
､

T
拍
名
詞
は
次
の
三
種
類
の
タ
イ
プ
に
分
か
れ
る

(牧
村

一
九
七

九

の

｢
イ

(胃
)｣
の
項
も
参
照
)｡

蚊

ア
､
血
イ

･=
･-
≡
-
･=
･･
高
起
式

(高

･
高
)

胃
ィ
､
毛

エ

-
I
-
･-･=
-
･･･
高
起
式

(高

･
低
)

手

エ
､
田
ア

-
-
･･-･･･-
-
･
低
起
式

(低

･
中
)
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こ
こ
で

｢中
｣
と
し
て
い
る
の
は
'
例
え
ば
当
該
の
名
詞
の
あ
と
に
格
助
詞

｢
が
｣
が
来
る
場
合
'
｢
が
｣
の
高
さ
ま
で
二
相
目
の

｢
エ
｣

｢
ア
｣
の
ピ
ッ
チ
の
高
さ
が
上
が
ら
な
い
た
め
で
あ
る

(渡
辺

一
九
九
六
､
五
三
頁
以
下
参
照
)
｡
こ
れ
に
対
し
例
え
ば
京
都
出
身
の
山

ド

(二
〇
〇
四
㌧
六

〇
頁
以
下
)
は
､
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
'
｢関
西
弁
に
は

一
拍
の
単
語
は
存
在
せ
ず
'
す
べ
て
二
泊
で
発
音
す
る
｣

と
い
う
説
に
反
論
す
る
｡
つ
ま
り

｢関
西
人
に
と
っ
て
一
拍
語
と
二
拍
語
の
区
別
は
明
白
で
あ
る
｣
と
い
う
主
張
で
あ
る
｡
だ

が

､
(描

州
出
身
の
筆
者
と
の
語
感
差
を
考
慮
に
入
れ
て
も
)
再
反
論
の
余
地
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

あ
っ
､
木
が
な
い
｡

あ
っ
､
キ
I
が
な
い
o

最
初
の
例
の

｢木
｣
に
つ
い
て
も
､
筆
者
の
語
感
で
は
や
は
り

｢木
イ
｣
と
二
相
と
な
り

(上
記
の
牧
村

一
九
七
九
で
も
同
様
)､
｢キ
ー
｣

と
の
違
い
に
つ
い
て
は
､
や
は
り
ア
ク
セ
ン
ト
タ
イ
プ
の
差
が
弁
別
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

木
イ

-
已
-
･-
-
･-･･
低
起
式

(低

･
中
)

キ
I

I
-

･･…
････-
･･
高
起
式

(高

･
低
)

大
阪
弁
そ
の
も
の
に
一
拍
の
名
詞
が
あ
る
か
ど
う
か
の
検
証
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
'
小
説
の
会
話
文
の
表
記
か
ら
し
て
､
谷
崎
も

こ
う
し
た

一
拍
の
単
語
の
長
吉
化
現
象
に
つ
い
て
は
'
確
実
に
大
阪
弁
の
特
徴
と
見
て
い
た
と
言
え
る
O

(C
)
方
向
を
示
す
格
助
詞

｢
い
｣

以
上
は
主
に
大
阪
弁
の
音
韻
に
関
す
る
特
徴
で
あ
っ
た
が
､
こ
こ
か
ら
は
文
法
に
関
す
る
特
徴
を
見
て
み
た
い
｡
前
述
の

(B
)
の
例

の
中
に

｢此
処
い
名
ア
書
い
て
｣
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
が
う
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
格
助
詞

｢
い
｣
は

『杷

(ま
ん
じ
)
』
の
中
で

も
頻
出
す
る
｡
以
下
の
例
は
す
べ
て

｢
そ
の
十
五
｣
の
中
の
も
の
で
あ
る
｡

160



電
話
口
い
走
っ
て
行
き
ま
し
て
ん

(九
五
)

梅
田
の
阪
急
い
来
て
く
れ
へ
ん
か

(九
六
)

奈
良
い
行
こ
や
な
い
か

(九
六
)

若
草
山
い
登
ろ
な
あ

(九
六
)

奈
良
い
看
い
た
ら

(九
七
)

う
し
ろ
の
山
い
つ
づ
-
谷
の
方
い
下
り
て
行
き
ま
し
た
ら

(九
七
)

こ
れ
ら
の

｢
い
｣
は
､
方
向

∴
付
き
先
を
表
わ
す
格
助
詞

｢
へ
｣
が

｢靴
っ
た
｣
も
の
と
さ
れ
る
が

(前
田

一
九
四
九
､
二
四
八
頁
､

牧
村

1
九
七
九
も
参
照
)へ
標
準
語
の

｢
に
｣
に
対
し
大
阪
弁
あ
る
い
は
広
-
関
西
弁
で

｢
へ
｣
が
使
わ
れ
る
の
は
古
来
か
ら
の
特
徴

(7
)

と
み
ら
れ
て
い

る

｡

そ
し
て
そ
の
証
左
と
し
て
は
室
町
時
代
の

｢京
へ
､
筑
紫
に
'
坂
東
さ
｣
と
い
う
こ
と
わ
ざ
な
ど
が
し
ば
し
ば
挙
げ

ら
れ
る

(前
田

1
九
六

叫
､

一
三
七
百
､
山
下

二
〇
〇
四
㌧
九
〇
百
参
照
)O
現
代
標
準
語
で
は
､
上
記
の
例
の
格
助
詞

｢
い
｣
の

箇
所
は
､
す
べ
て

｢
に
｣
が
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
目
的
を
表
わ
す
格
助
詞

｢
に
｣
と
重
な
る
時
に
は
､
標
準
語
で
も

｢
へ
｣
が

一
般
的
に
な
る
よ
う
で
あ
る

(山
下

二
〇
〇
四
､
九
四
百
)｡
山
下

(同
上
)
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
O

図
書
館
へ
勉
強
に
行
こ
う
か

『FEj
(ま
ん
じ
)』
に
も
､
｢
三
越
い
買
い
物
に
行
き
な
さ
っ
た
ら
｣
二

四
〇
)
と
い
う
例
が
あ
る
が
､
こ
の
ケ
ー
ス
は
標
準
語
で
も

｢三
越
へ
｣
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
基
本
的
に
大
阪
弁
で
は
'
あ
る
地
点
に
接
続
す
る

｢
い
｣
と

｢
に
｣
に
関
し
､
移
動
に
関
す
る
方
向

･

到
達
地
点
と
静
止
状
態
に
関
す
る
場
所
と
い
う
意
味
論
的
対
立
が
'
標
準
語
よ
り
も
明
確
化
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
後
者
に
関
す
る

｢に
｣

の
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

山
の
上
に
あ
る
茶
店
で

(九
七
)
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も
う
ち
ょ
っ
と
此
処
に
い
て
た
い
わ

(九
七
)

誰
ぞ
も
う

7
人
電
話
口
に
立
っ
て
て

(

二

三

)

つ
ま
り
方
向
や
到
達
点
を
示
す
機
能
に
関
し
､

標
準
語
の

｢
へ
｣
と

｢
に
｣
は
重
複
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
が
'
大
阪
弁
の

｢
い
｣
(
つ

ま
り

｢
へ
｣)
は
'
｢
に
｣
と
完
全
に
相
補
的
な
役
割
分
担
を
果
た
し
て
い
る
｡
そ
の
こ
と
は
同
時
に
'
多
様
な
用
法
を
持
つ

｢
に
｣
の
負

担
を
軽
減
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
｡

(D
)
無
助
詞
構
文
に
つ
い
て

東
京
弁
に
比
べ
'
大
阪
弁
に
お
い
て
は
よ
-
助
詞
が
省
か
れ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
谷
崎
も

｢
う
ち
分
か
れ
へ
ん
｣
と

い
う
例
を
使

っ
て
言
及
し
て
い
る

(本
稿
注

(4
)
参
照
)｡
ま
た

｢
て
に
を
は
｣
の
省
略
を
大
阪
弁
の
特
徴
と
す
る
見
方
は
､
当
時
か

ら
か
な
り

一
般
化
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

(前
田

一
九
六

l
､
八
二
頁
以
下
参
照
)o
し
か
し

｢が
｣
｢
は
｣
｢
を
｣
の
省
略

(｢省
略
｣
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
だ
が
'
と
り
あ
え
ず
使
っ
て
お
-
)
に
つ
い
て
は
､
東
京
弁
で
も
行
わ
れ
て
い
た
の
は

事
実
で
あ
り
'
と
り
わ
け
大
阪
弁
の
特
徴
と
し
て
特
筆
す
べ
き
な
の
は

｢と

(言
う
)｣
の
省
略
で
あ
ろ
う

(前
田
'
同
上
'
ま
た
山
下

二
〇
〇
四
㌧

八
七
頁
以
下
も
参
照
)｡
た
だ

『FP

(ま
ん
じ
)』
｢
そ
の
l
｣
の
助
詞

｢が
｣
｢
は
｣
｢を
｣
｢と

(言
う
)｣
｢と

(思
う
)｣

の
省
略
を
数
値
的
に
分
析
し
た
前
田

(同
上
)
は
'
そ
こ
で
の

｢と

(思
う
)｣
の
省
略
率
が
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
三
位
に
位
置
す
る
こ

と
に
対
し
'
｢谷
崎
大
阪
弁
で
は
機
械
的
に
実
態
以
上
に
省
略
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｣
(前
田
､
同
上
､
八
六
頁
)
と
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
こ
と
は
逆
に
'
｢谷
崎
大
阪
弁
｣
が
多
少
な
り
と
も
谷
崎
の
意
識
を
通
し
て
抽
象
化

･
理
想
化
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
て
興
味
深
い
｡

確
か
に
二
･
一
で
挙
げ
た
雑
誌

｢改
造
し
(
=
K
)
の

｢
そ
の
二

か
ら

｢
そ
の
四
｣
と
'
大
阪
弁
に
書
き
換
え
ら
れ
た
中
央
公
論
社
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版
全
集

(
=
C
)
を
比
較
し
て
も
'
前
田

(同
上
)
の
調
査
か
ら
予
想
さ
れ
る
通
り

｢
を
｣
の
省
略
が
か
な
り
多
い
｡
例
え
ば

｢
を
｣

｢
が
｣
｢
は
｣
の
K
版
で
の
出
現
数
を
も
と
に
そ
の
省
略
度
を
見
て
も
'
｢
を
｣
は
七
個
の
内
五
個
が
省
略
さ
れ
て
い
る
が
'
｢
が
｣
｢
は
｣

に
つ
い
て
言
え
ば

(但
し
'
｢
は
｣
に
つ
い
て
は
K
l
の

｢
そ
れ
は
そ
れ
は
｣
は
除
-
)､
そ
れ
ぞ
れ
八
個
の
内
三
個
省
略
'
八
個
の
内

一

個
省
略
と
'
省
略
さ
れ
る
割
合
は
落
ち
る

(因
み
に
上
述
の
前
田

(同
上
､
八
八
頁
以
下
)
の
単
行
本
版
の

｢
そ
の

こ

の
分
析
-
当
然

｢改
造
』
掲
載
版
と
の
比
較
と
い
う
手
法
で
は
な
い
が
ー
で
は
'
｢を
｣
の
省
略
率
は
九
十

一
･
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
'
｢
が
｣
は
六

〇
･
七

1
パ
ー
セ
ン
ト
､
｢
は
｣
は
二
三

･七
三
パ
ー
セ
ン
ト
).
こ
れ
ら
か
ら
考
え
れ
ば
'
大
阪
弁
で
は
､
｢
を
｣
と
い
う
格
助
詞
を
基
本
的
に

用
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
先
の
K
版
､
C
版
の
比
較
で

｢
を
｣
が
省
略
さ
れ
て
い
な
い
例
も
'
｢光
子
さ
ん
は
言
葉
を

つ
が

れ
て
｣
(K
4
)
と
い
う
比
職
的
表
現
の
場
合
､
及
び

｢
お
母
さ
ん
が
わ
た
し
を
呼
び
は
っ
て
｣
と
い
う
よ
う
な

｢
誰
が
誰
を
｣
と
い
う

こ
と
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
｡
前
田
自
身

(同
上
)
は
､
｢
a
改
ま
っ
て
言
う
場
合

b

念
を
押
し
て
言
う

場
合

C
強
め
て
言
う
場
合
｣
に
は

｢を
｣
を
使
用
す
る
が
'
そ
う
で
な
け
れ
ば
省
略
す
る
と
述
べ
て
い
る

(先
の
二
例
を
あ
え
て
分
類

す
れ
ば

'
前
者
が

a
t
後
者
が
b
な
い
し
C
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
)O
寓
上

(
一
九
九
九
㌧

一
六
二
百
)
は
､
前
田

(同
上
'
九
十
三

頁
)
が
述
べ
た

｢
こ
の
提
灯
'
も
ろ
て
往
ぬ
で
｣
と
い
っ
た
例
に
つ
い
て
の
見
解
､
つ
ま
り

｢
を
｣
の
省
略
か

｢
は
｣
の
省
略
か
は
っ
き

り
せ
ず

｢
理
路
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
｣
と
い
う
見
解
を
批
判
し
'
｢通
告
や
希
望
表
明
の
場
合
は
助
詞
な
し
を
選
ぶ
こ
と
が
常
態
な
の
で

あ
っ
て
'
｢
を
｣
や

｢
は
｣
は
特
に
あ
る
気
持
ち
を
表
現
し
た
い
場
合
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
た
だ

前

田
が
助
詞
の
あ
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
論
を
組
み
立
て
て
い
る
点
を
除
け
ば
'
前
田
と
尾
上
の
見
解
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
が
あ

る

よ
う
に
は
思
え
な
い
｡
た
だ
大
阪
弁
に
限
っ
て
言
え
ば
､
尾
上
の
言
う
よ
う
に

｢
を
｣
を
用
い
な
い

(
つ
ま
り
省
略
す
る
と
い
う
の
で
は

な
-
)
こ
と
を
常
態
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
t
K
版
t
c
版
の
比
較
か
ら
わ
か
る
種
々
の
助
詞
を
用
い

な
い
大
阪
弁
の
例
を

l
つ
ず
つ
挙
げ
て
お
こ
う

(傍
線
は
湯
漆
に
よ
る
)0
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い
っ
た
い
あ
な
た
は
誰
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か

(K
2
)
1

い
っ
た
い
あ
ん
た
は
誰
モ
デ
ル
に
し
て
を
ら
れ
る
の
ん
で
す
か

(C
2
)

等
が
動
き
ま
し
た
ら

(K
l
)
1

挙
動
き
ま
し
た
ら

(C
l
)

ど
う
も
此
の
槍
は
埜
で
す
ね

(K
2
)
1

ど
う
も
此
の
給

工
髪
で
す
な
あ

(C
2
)

そ
れ
ほ
ん
と
で
つ
か
と
'
そ
な
い
云
い
ま
す
ね
ん

(K
4
)
1

そ
れ
ほ
ん
ま
で
つ
か
､
云
や
は
る
ね
ん

(C
4
)

先
生
に
見
て
頂
か
う
か
と
も
思
っ
た
り
致
し
ま
し
た
ん
で
す
が

(K
l
)
1

先
生
に
見
て
も
ら
は
う
か
恩
た
り
し
ま
し
た
の
ん
で
す
が

(c
l
)

ま
た
柿
内
園
子
が

一
人
称
で
語
る
と
い
う
様
式
を
と
っ
て
い
る
た
め
か
'
『
Fti
(ま
ん
じ
)』
の
中
で
は
'
｢『
-
』
云
う
て
｣
と
い
う
形
式

で
出
来
事
を
展
開
す
る
語
り
口
が
多
用
さ
れ
る
o

T
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
お
こ
う

(傍
点
は
省
略
'
傍
線
は
湯
潅
に
よ
る
)｡

｢奥
さ
ん
奥
さ
ん
｣
云
う
て
慌
て
て
仲
居
さ
ん
が
駆
け
上

っ
て
来
て
､
｢
(略
)
ど
な
い
し
ま
ひ
ょ
｣
云
い
ま
す
の
ん
で
'
｢何
で
や
っ

て
来
た
ん
や
ろ
｣
と
ぎ
ょ
っ
と
し
な
が
ら
顔
見
合
わ
し
ま
し
て
ん
け
ど
､
｢兎
に
角
あ
て
会
う
て
-
る
わ
､
光
ち

ゃ
ん
そ
こ
に
す

ッ

込
ん
で
や
｣
云
う
て
'
玄
関
い
降
り
て
行
き
ま
し
て
ん

(
一
五
四
)

こ
こ
で
は
大
阪
弁
の

｢
と
｣
の
な
い
表
現
が
'
話
の
展
開
に
ス
ピ
ー
ド
感
を
与
え
て
い
る
｡
た
だ

｢
云
う
｣
と
い
う
発
話
動
詞
に
接
続
さ

れ
な
い
場
合
に
は
､
｢
と
｣
の
み
の
表
現
で
も
っ
て

｢云
う
て
｣
を
予
想
さ
せ
る
形
に
な

っ
て
い
る
｡

つ
ま
り
文
体
的
に
は

｢
と
｣
と

｢
云
う
て
｣
が
か
な
り
等
価
的
存
在
に
な

っ
て
い
る
｡

(E
)
接
続
助
詞

｢
さ
か
い
｣
と

｢
よ
っ
て
｣
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『
把

(ま
ん
じ
)』
の
中
に
は
'
理
由
を
表
わ
す
接
続
助
詞

｢
さ
か
い
｣
が
極
め
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
同
時
に
理
由
を
表

わ
す

｢
よ
っ
て
｣
も
用
い
ら
れ
る
C
現
代
の
大
阪
弁

･
関
西
弁
で
は
そ
れ
ほ
ど
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
が
'
当
時
､
つ
ま
り
大

正
時
代

･
昭
和
初
期
に
は
や
は
り
こ
う
し
た
接
続
助
詞
は
大
阪
弁
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
｡
そ
れ
よ
り
以
前
の
幕
末

の
福
沢
諭
吉
も
郷
里
の
中
津
へ
帰
っ
て
も
し
ば
し
ば
そ
れ
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
｡
｢大
阪
さ
か
い
｣
と
い
う
言
い
方
も
当
時
普
及
し

て
お
り
､
幕
末
の
頃
に
は
す
で
に
大
阪
を
代
表
す
る
方
言
と
し
て
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る

(以
上
に
つ
い
て
は
'
前
田

一
九
六

一
'

九
九
貢
以
ド
参
照
)
｡
r杷

(ま
ん
じ
)』
の
中
の

｢
さ
か
い
｣
の
例
を
ま
ず
挙
げ
て
み
よ
う
0

僕
か
て
や
っ
ぱ
り
何
や
心
配
で
す
さ
か
い

(
一
二
〇
)

結
婚
す
る
の
ん
に
必
要
や
さ
か
い

(
一

二三

)

ど
な
い
し
て
も
聴
き
な
さ
れ
し
ま
せ
ん
さ

か
い

(
二

一七
)

意
味
あ
り
げ
に
笑
ろ
て
る
さ
か
い

(
二

一八
)

そ
れ
が
第

1
の
目
的
や
さ
か
い

(
一
三
五
)

ま
た

｢
よ
っ
て
｣
の
例
も
挙
げ
て
お
-
｡

う
ち
め
っ
た
な
こ
と
教
せ
ら
れ
へ
ん
よ
っ
て

(

一

〇
〇
)

自
分
に
も
責
任
あ
る
よ
っ
て
帰
る
に
帰
ら
れ
へ
ん

(

7

C
)○
)

乗
り
か
け
た
船
や
よ
っ
て
し
ょ
う
が
な
い

(

一

〇
一

)

け
ど
も
う
私
は
､
ど
ん
な
事
あ
っ
て
も
二
度
と
別
れ
る
云
う
こ
と
出
来
へ
ん
気
持
ち
に
な
っ
て
ま
し
た
よ
っ
て

(

T

〇
三
)

い
つ
や
あ
ん
な
り
に
な
っ
て
し
も
て
て
何
や
気
持
ち
が
済
ま
ん
よ
っ
て

(

一

〇
三
)

｢
よ
っ
て
｣
と

｢
さ
か
い
｣
の
意
味
上
の
関
係
に
つ
い
て
'
前
田

(
一
九
四
九
'
二
五
四
頁
)
は
'
｢同
義
｣
で
あ
る
が
'
｢
よ
っ
て
｣
は
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｢
さ
か
い
｣
よ
り
も
意
味
が

｢強
い
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
厳
密
な
分
析
は
今
後
の
研
究
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
､
例
文
を
見
る
限
り
で

は
､
｢
よ
っ
て
｣
で
示
さ
れ
る
理
由
の
方
が
話
し
手
に
と
っ
て
自
分
に
関
わ
る
自
明
な
事
実
が
多
く
､
｢
さ
か
い
｣
の
方
が
よ
り
客
観
的
論

理
的
因
果
関
係
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
前
田

(
7
九
六

一
㌧
九
九
貢
以
下
)
は
､
｢
さ
か
い

(
に
)
｣
｢
よ
っ
て

(
に
)
｣
と
東
京
弁
の

｢
か
ら
｣
を
比
較
し
'
大
阪
弁

の
助
詞
の
二
者
以
上
の
多
音
的
傾
向
を
指
摘
し
'
そ
れ
を
大
阪
弁
の

｢
テ
ン
ポ
の
の
ろ
さ
｣
の
原
因

(同
時
に
言
葉
そ
の
も
の
の
お
か
し

み
の
原
因
と
も
し
て
い
る
)
と
見
る
｡
こ
れ
に
関
し
て
尾
上

(
1
九
九
九
㌧

1F
四
六
頁
以
下
)
は
､
音
数
の
多
少
で
言
え
ば
東
京
弁
と
大

阪
弁
が
逆
に
な
る
ケ
ー
ス

(例
え
ば
'
｢行
っ
て
み
た
け
れ
ど
｣
対

｢行

っ
て
み
た
け
ど
｣
)
も
多
-
'
｢大
阪
弁
は
音
数
が
多
い
｣
と
か

｢大
阪
弁
は
の
ろ
い
｣
と
か
い
う
こ
と
は
､
｢事
実
を
根
拠
と
し
て
は
主
張
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
｣
と
反
論
し
て
い
る
｡
例
え
ば
先
の

(D
)
で
述
べ
た
無
助
詞
構
文
を
と
っ
て
も
大
阪
弁
の
方
が
む
し
ろ
文
に
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
り
､
前
田
の
主
張
の
論
拠
は
大
阪
弁
全
体
を

と
っ
て
考
え
れ
ば
必
ず
し
も
正
当
と
は
言
え
な
い
｡
だ
が
現
在
大
阪
弁

･
関
西
弁
で

｢
さ
か
い
｣
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
-
な
っ
た
の
は

(例
え
ば
'
山
下

二
〇
〇
四
㌧

一
六
三
頁
)､
や
は
り
音
節

(あ
る
い
は
拍
数
)
の
多
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
.
そ
し
て
代
わ
り
に
標
準
語
の

｢
か
ら
｣
が
関
西
で
も

一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
は
､
大
阪
弁
内
部
で
も
四
'
五
十
年
前
と
比
べ
発
話
に
ス
ピ
ー
ド
が
要
求
さ
れ
る
時

代
に
な
っ
た
証
し
で
あ
ろ
態

例
え
ば
当
時
の

｢
そ
や
さ
か
い
｣
(
二

五
)
は
,
現
代
で
は
拍
数
の

7
つ
少
な
い

｢
そ
や
か
ら
｣
に
交

代
し
っ
つ
あ
る
と
言
え
る
｡

(F
)
様
々
な
文
末
表
現
-

終
助
詞
な
ど

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
大
阪
弁
の
終
助
詞
に
つ
い
て
は
'
『FE
(ま
ん
じ
)_g
に
お
い
て
も

｢
ね
ん
｣
｢
て
ん
｣
｢
で
ん
ね
ん
｣
等
が
多
用

さ
れ
'
大
阪
弁
ら
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
0
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な

｢命
令
｣
｢願
望
｣
｢禁
止
｣
｢疑
問
一
｢喪
助

l
等
々
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の
終
助
詞
が
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

(前
田

一
九
四
九
㌧
二
六

一
頁
以
下
参
照
)
｡
例
え
ば
疑
問
形
式
を
と

っ
た
反
語
的

命
令
形
式
は
東
京
弁
よ
り
も
か
な
り
表
現
形
式
は
多
い
｡
例
え
ば
前
田

(同
上
)
の
挙
げ
る
例
で
は
'
男
言
葉
と
し
て
､
｢早
よ
せ
ん
か
｣

｢
早
よ
せ
ん
か
い
｣
｢早
よ
せ
ん
か
い
な
｣
'
女
言
葉
と
し
て
は
､
｢早
よ
し
ん
か
｣
｢早
よ
し
ん
か
い
｣
｢早
よ
し
ん
か
い
な
｣
が
あ
る
が
､

さ
ら
に
尾
上

(
一
九
九
九
㌧
六

一
百
以
下
参
照
)
で
は

｢少
し
居
丈
高
な
感
じ
｣
が
す
る

｢
か
い
や
｣
の
タ
イ
プ
'
つ
ま
り

｢早
よ
せ
ん

(9
)

か
い
や
｣
が
加
わ

る
O

だ
が
こ
う
し
た
終
助
詞
的
表
現
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
'
口
語
で
も
ぞ
ん
ざ
い
な
口
調
に
属
す
O
従

っ
て
'
『
把

(ま
ん
じ
)』
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
当
時
の
比
較
的
上
流
階
級
の
女
性
や
良
家
の
子
女
の
会
話
の
中
に
は
あ
ま
り
出
て
-
る
と
は
思
え
な

い
｡
よ
っ
て
谷
崎
の
書
-
小
説
内
の
会
話
文
に
お
い
て
も
､
｢
ね
ん
｣
｢
て
ん
｣
等
を
除
け
ば
比
較
的
文
末
表
現
に
限
っ
て
は
標
準
語
的
な

印
象
を
受
け
る
｡
た
だ
そ
う
し
た
会
話
文
の
文
体
の
中
で
も
､
｢
ね
ん
｣
｢
て
ん
｣
等
以
外
で
'
幾
つ
か
大
阪
弁
ら
し
い
文
末
表
現
を
紹
介

し
て
お
こ
う
｡

ま
ず

｢
ひ
ょ
｣
を
取
り
上
げ
る
と
'
こ
れ
は
大
阪
弁
ら
し
い
音
韻
変
化
の
結
果
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

も
う
ち
ょ
っ
と
話
し
ま
ひ
ょ
な
あ

(

二

三
)

又
も
と
の
方
い
も
ど
り
ま
ひ
ょ
か

(
一

一
五
)

｢梅
園
｣
で
待
ち
合
い
し
ま
ひ
ょ
云
う
て

(

二

八
)

ど
な
い
し
ま
ひ
ょ

(
一
五
四
)

標
準
語
で
言
え
ば
､
｢話
し
ま
し
ょ
う
｣
｢も
ど
り
ま
し
ょ
う
｣
な
ど
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
'
｢
う
｣
が
脱
落
L
t
な
お
か
つ

｢
し
ょ
｣
が

｢
ひ
ょ
｣
に
変
化
し
て
い
る
｡
音
韻
的
に
は
歯
茎
摩
擦
音
が
声
門
摩
擦
音
に
変
化
す
る
と
い
う
大
阪
弁
に
極
め
て
特
徴
的
な
音
韻
変
化
で

あ
る

(
つ
ま
り
t
s
>

h
‥

例
え
ば

(A
)
で
述
べ
た
否
定
の

｢
へ
ん
｣
も

｢
せ
ん
｣
が
変
化
し
た
も
の
で
'
同
種
の
変
化
)
｡
ま
た

意
志

･
推
量

･
勧
誘
な
ど
を
表
わ
す
助
動
詞

｢
う
｣
が
欠
如
し
た
形
で
同
じ
意
味
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
は
､
｢
ひ
ょ
｣
が
終
助
詞
化
し
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(
10
)

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

｡

次
に
挙
げ
る

｢
が
な
｣
も
大
阪
弁
に
典
型
的
な
終
助
詞
と
言
え
る
.
多
-
は
な
い
が

『氾

(
ま
ん
じ
)
』
に
も

幾
つ
か
例
が
現
わ
れ
る
｡

誰
ぞ
知

っ
て
る
お
医
者
は
ん
頼
ん
だ
ら
よ
ろ
し
い
が
な

(

一

〇
〇
)

誰
ぞ
も
う

T
人
電
話
口
に
立

っ
て
て
コ
ソ
コ
ソ
相
談
し
て
た
み
た
い
で
し
た
が
な

〓
1三)

こ
れ
は
ど
ち
ら
も
柿
内
園
子
の
徳
光
光
子
に
向
か

っ
て
の
発
話
で
あ
っ
て
'
相
手
を
非
難
す
る
気
持
ち

を
含
む

(前
者
は
嘘
を
つ
か
れ
て

光
子
の
い
る
病
院
に
呼
ば
れ
た
た
め
'
後
者
は
着
物
を
持

っ
て
来
る
よ
う
男
の
い
る
宿
屋
に
電
話
で
呼
び
つ
け
ら
れ
た
た
め
)
｡
女
性
の

発
話
が
多
い

『
FE

(ま
ん
じ
)』
に

｢
が
な
｣
の
例
が
多
-
な
い
の
も
理
由
が
あ
る
.
他
か
ら
も
う
少
し
例
を
拾

っ
て
み
る
と
､
｢
そ
こ
に

あ
る
が
な
｣
｢
ど
う
で
も
え
え
が
な
｣
｢知
ら
ん
が
な
｣
(以
上
､
牧
村

一
九
七
九
)､
｢
そ
れ
俺
の
ん
や
が

(な
)｣
(前
田

1
九
四
九
)､

｢
あ
れ

(は
)
木
村
さ
ん
や
が
な
｣
(前
田

一
九
六

一
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
'
ど
れ
も
当
時
の
上
流
階
級
の
女
性
が
発
す
る
言
葉
と

は
普
通
考
え
ら
れ
な
い
｡
前
田

(
一
九
六

一
､

一
六
二
百
以
下
)
に
よ
れ
ば
'
｢
が
な
｣
の

｢
が
｣
は

｢
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
'
し

か
し
｣
と
い
う
意
味
で
あ
り
､
そ
こ
に
は

｢
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
精
神
｣
が
表
わ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
終
助
詞
自
体
､
｢
相
手
を
た
し

な
め
る
と
か
'
柏
手
を
啓
発
す
る
と
か
の
気
持
ち
を
表
わ
す
｣
場
合
に
使
わ
れ
る
｡
仮
に
こ
の
気
持
ち
が
強
す
ぎ
る
と
け
ん
か
に
な
り
か

ね
ず
'
｢
が
｣
に
添
え
る

｢な
｣
は
そ
の

｢安
全
弁
の
役
目
｣
を
務
め
て
い
る
と
前
田

(同
上
)
は
見
て
い
る
｡
だ
が
こ
の

｢
な
｣
は

'

表
現
を
和
ら
げ
る
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
相
手
を
少
し
突
き
放
し
､
相
手
と
心
理
的
距
離
を
置
-
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
先
の

『
配

(ま
ん
じ
)』
の
二
例
も
'
園
子
は
光
子
の
反
論
も
想
定
に
入
れ
つ
つ
､
か
な
り
強
い
口
調
で
た
し
な
め
た
り
'
非
難
め
い
た
主
張
を
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
｡
た
だ
そ
こ
に
は
､
相
手
を
少
し
突
き
放
す
冷
め
た
感
情
が
読
み
取
れ
る

(し
か
し
な
が
ら
光
子
は
園
子
に
と
っ
て
同

性
愛
の
相
手
だ
け
に
'
心
理
的
に
は
も
う
少
し
複
雑
な
感
情
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
)0
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｢
が
な
｣
よ
り
も
も
う
少
し
女
性
が
使
い
や
す
い
終
助
詞
と
し
て
は
'
｢
わ
な
あ
｣
が
挙
げ
ら
れ
る
.
こ
れ
は

rFtl
(ま
ん
じ
).J
の
中

に
も
し
ば
し
ば
出
現
す
る
｡

姉
ち
ゃ
ん
か
て
そ
う
や
わ
な
あ

(
一
八
三
)

あ
て
飲
ま
し
た
げ
る
わ
な
あ

(
一
九
六
)

あ
ん
た
段
々
綿
貫
み
た
い
に
な
っ
て
来
る
わ
な
あ

(二
〇

1

)

あ
ん
ま
り
我
が
値
さ
し
過
ぎ
て
ん
や
わ
な
あ

(二
〇
四
)

文
末
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の

｢
わ
な
あ
｣
は
､
終
助
詞
の

｢
わ
｣
に
さ
ら
に
終
助
詞
の

｢な
あ
｣
が
接
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
前
田

(
一
九
四
九
㌧

一
九
六

l
)
な
ど
で
も

｢
わ
｣
と

｢
な

(あ
)
｣
は
別
々
に
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
'
特
に

両
者
が
つ
な
が
っ
た
形
態
で
の
説
明
は
な
い

(た
だ
､
｢
そ
ん
な
こ
と
云
は
れ
た
ら
､
あ
ん
た
か
て
困
る
わ
な
あ
｣
と
い
う
例
が
前
田

(
一
九
四
九
､
二
六
八
頁
)
に
あ
り
､
｢相
手
の
身
に
な
っ
て
の
推
量
に
共
鳴
を
求
め
る
表
現
｣
と
し
て
い
る
)
｡
し
か
し
谷
崎
が
こ
う
し

た
表
現
を
頻
繁
に
耳
に
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
｡

一
番
目
と
四
番
目
の
例
で

｢
わ
｣
は

｢
や
｣
に
接
続
し
て
い
る
が
､
前
田

(
一
九
六

一
㌧

一
五
八
頁
以
下
)
に
よ
れ
ば
こ
の

｢
や
わ
｣
は
女
性
専
用
の
言
い
方
で
あ
り
､
断
定
を
意
味
す
る
｡
二
番
目
'
三
番
目
の

例
の
よ
う
に
終
止
形
に

｢
わ
｣
が
付
-
場
合
は
'
男
女
共
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
｢
な
あ
｣
あ
る
い
は

｢
な
｣
に
つ
い
て
は
､
東
京
弁

で
は

｢
ね
え
｣
｢
ね
｣
が
対
応
す
る
｡
意
味
と
し
て
は
'
詠
嘆
の
情
を

｢相
手
に
入
な
つ
っ
こ
く
訴
え
る
こ
と
に
あ
る
｣
と
さ
れ
る

(
前

田

一
九
六

1
､

7
五
五
貢
参
照
)｡

一
番
LII]の
例
は
'
園
子
が
光
子
に
言
っ
た

｢
も
し
間
違
う
て
あ
て
死
ん
だ
ら
光
ち
ゃ
ん
死
ん
で
く

れ
る
な
あ
-
｣
に
対
し
て
な
さ
れ
た
光
子
の
発
話
で
あ
る
が
､
園
子
に
対
し
甘
-
懇
請
す
る
言
葉
は
､
ま
さ
に

｢
(や
わ
)
な
あ
｣
が
ふ

さ
わ
し
い
o
前
田

(
一
九
六

二

一
七

〇
頁
)
は

一
つ
の
結
論
と
し
て
'
大
阪
弁
は

｢論
理
的
価
値
を
表
わ
す
よ
り
も
､
情
意
的
価
値
を

表
わ
す
に
長
じ
て
い
る
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
こ
う
し
た

｢
わ
な
あ
｣
も
そ
の
代
表
的
例
と
な
ろ
う
｡
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終
助
詞
に
関
し
特
徴
的
な
も
の
の
紹
介
は
こ
こ
ま
で
と
し
'
最
後
に
敬
語
の

｢
は
る
｣
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
｡
｢
は
る
｣
の

形
は
権
め
て
多
彩
で
あ
る
が
'
ま
ず
例
を
挙
げ
て
み
る
｡

つ
い
さ
っ
き
ン
ま
で
起
き
て
い
や
は
り
ま
し
た
け
ど
､
も
う
ち
ょ
っ
と
前
お
休
み
に
な
り
は
り
ま
し
た

(七
七
)

今
お
宅
の
奥
さ
ん
と
家
の
と
う
ち
ゃ
ん
と
何
処
そ
こ
い
逃
げ
は
り
ま
し
た

(
1
七
六
)

こ
れ
ら
の
例
で
出
て
き
た
尊
敬
表
現
の
う
ち

｢
な
り
は
る
｣
｢逃
げ
は
る
｣
は

｢動
詞
連
用
形
+
は
る
｣
と
い
う
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ

る
O
他
方

｢
い
や
は
る
｣
は
連
用
形
に

｢
や
は
る
｣
が
付
-
ケ
ー
ス
で
'
こ
れ
も
多
-
使
わ
れ
る

(以
下
の
説
明
も
含
め
､
前
田

l
九

四
九
､
二
三
〇
頁
以
下
､
前
田

丁
九
六

1
､

一
八

〇
貢
以
下
参
照
)o
も
と
も
と

｢
や
は
る
｣
｢
は
る
｣
は

｢
な
さ
る
｣
が
音
韻
変
化
し

た
も
の
で
あ
る
｡

つ
ま
り
大
阪
弁
特
有
の

(終
助
詞
的
な

｢
ひ
ょ
｣
の
と
こ
ろ
で
も
説
明
し
た
)
S

>
h
の
変
化
に
よ
っ
て
'
｢
な
さ

る
｣
が

｢
な
は
る
｣
に
な
り
､
そ
の
後
､
｢
な
｣
が

｢
や
｣
に
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
.
さ
ら
に
は

｢
や
｣
が
落
ち
て

｢
は
る
｣
と
い
う

形
に
は
な
っ
た
が
'
先
の

｢
い
や
は
る
｣
で
も
わ
か
る
よ
う
に
古
い
形
と
し
て

｢
や
は
る
｣
も
残

っ
て
い
る
｡
ま
た
言
う
ま
で
も
な
-

｢
な
さ
る
｣
と
い
う
尊
敬
語
も
並
存
し
て
使
わ
れ
て
い
る
｡
｢
や
は
る
｣
｢
な
さ
る
｣
を
用
い
た
尊
敬
表
現
は
'
次
の
例
も
参
照
の
こ
と
｡

お
医
者
は
ん
絶
対
に
心
配
な
い
云
や
は
り
ま
す
L
t
も
う
大
分
正
気
づ
い
て
来
や
は
り
ま
し
て
､
と
き
ど
き
眼
工
開
い
た
り
L
や
は

り
ま
す
の
ん
で

(
一
八
〇
)

い
つ
で
も
す
う
ッ
と
澄
ま
し
て
通
り
過
ぎ
て
し
ま
い
な
さ
る
の
ん
に
､
ど
う
云
う
訳
や
に
っ
こ
り
し
な
さ
っ
て
'
眼
工
で
笑
い
な
さ

る
の
ん
で
す

(十
七
)

ま
た

｢
は
る
｣
の
付
-
形
は
連
同
形
の
ほ
か
'
未
然
形
も
あ
る
｡
こ
れ
は
､
例
え
ば

｢行
き
な
さ
る
｣
1

｢行
き
な
は
る
｣
-

｢行
き
ゃ

は
る
｣
1

｢行
か
は
る
｣
の
よ
う
な
変
化
の
結
果
と
さ
れ
る

(前
田

l
九
六

二

一
八

一
五
参
照
)
O
次
に
挙
げ
る
例
は
､
継
続
相

｢
云
う
て
る
｣
の
尊
敬
表
現
で
あ
る
が
'
そ
れ
以
外

｢
た
は
る
｣
と
な
る
尊
敬
表
現
の
例
は

r
杷

(ま
ん
じ
)
｣
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
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る

｡
今
奥
さ
ん
の
旦
那
さ
ん
が
お
見
え
に
な
っ
て
'
お
二
人
さ
ん
に
会
い
た
い
云
う
た
は
り
ま
す
o

(
l
五
四
)

当
然
こ
こ
で
は

｢
云
う
て
は
る
｣
と
い
う
形
も
可
能
で
あ
り
､
実
際
に
は
以
下
で
見
る
よ
う
に

｢
て
は
る
｣
の
形
の
方
が
多
い
｡

そ
の
お
金
は
自
分
の
生
活
費
に
使
て
は
り
ま
す
ね
ん

(十
九
)

日
曜
の
た
ん
び
に
遠
足
会
や
と
か
'
そ
ん
な
こ
と
ぽ
っ
か
り
し
て
は
り
ま
す
さ
か
い

(十
九
)

市
会
議
員
の
い
と
は
ん
も
よ
ろ
こ
ん
で
は
る
や
ろ
な
あ

(
二
十
六
)

こ
れ
ら
の
例
で
も
言
語
慣
用
的
に
は
'
｢使
た
は
る
｣
｢
し
た
は
る
｣
｢
よ
ろ
こ
ん
だ
は
る
｣
と
い
う

｢
た
は
る
｣
形
も
使
え
る
｡
し
か
し

そ
れ
が
使
わ
れ
ず

｢
て
は
る
｣
形
が
多
数
を
占
め
る
の
は
'
や
は
り
前
田

(
一
九
四
九
'
二
三
三
頁
)
も
言
う
よ
う
に
､
尊
敬
形
は

1
椴

に

｢連
用
形
｣
に
助
動
詞

･
補
助
動
詞
が
付
-
た
め
'
そ
の
形
式
に
頬
し
た

｢
て
は
る
｣
形
の
方
が

｢上
品
な
物
云
い
｣
と
い
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に

｢
は
る
｣
の
持

つ
合
理
的
機
能
性
に
つ
い
て
触
れ
れ
ば
､
そ
れ
が
命
令
形
に
も
使
え
る
と
い
う
こ
と
が
第

一
の
点
で
あ
ろ
う

(前
田

l
九
四
九
'
二
三
四
頁
､
前
田

一
九
六

T
'

一
八

1
頁
).

早
-
掴
ま
え
と
く
な
は
れ

(
一
七
六
)

何
卒
あ
ん
た
さ
ん
も
そ
の
お
積
り
で
内
証
に
L
と
い
と
-
な
は
れ

(
1
八

〇
)

お
二
人
さ
ん
の
命
助
け
る
思
て
願
い
聴
い
た
げ
と
-
な
は
れ

(
1
八

〇
)

尊
敬
の
助
動
詞
の

｢
(ら
)
れ
る
｣
や
補
助
動
詞

｢
な
さ
る
｣
を
付
け
た
形
で
は
'
命
令
文
は
形
成
不
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し

｢
(や
)
は

る
｣
は

｢
な
は
れ
｣
と
い
う
命
令
形
を
持
つ
｡
こ
れ
は
相
手
に
丁
寧
に
要
請

･
要
求
が
し
た
い
時
に
､
大
阪
弁
が
い
か
に
使
い
勝
手
が
よ

い
か
を
示
し
て
い
る
｡
前
田

(
l
九
四
九
㌧

一
九
六

一
)
は
大
阪
弁
に
対
し
て

｢歯
切
れ
が
悪
い
｣
｢純
良

･
悠
長
｣
と
い
う
形
容
を
し
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て
い
る
が
､
こ
こ
で
紹
介
し
た
尊
敬
の
命
令
形
な
ど
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
'
大
阪
弁
は
合
理
的
機
能
的
と
も
呼
へ
る
性
格
を
備
え
て
い
る
｡

(G
)
大
阪
弁
特
有
な
語
嚢
-

副
詞
的
な
表
現
を
中
心
に

本
稿
は

『把

(ま
ん
じ
)』
の
中
の
特
徴
的
な
大
阪
弁
'
と
り
わ
け
音
韻
や
文
法
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
'
関
西
移
住
後
'
五
､

六
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
谷
崎
の
耳
に
大
阪
弁
あ
る
い
は
関
西
弁
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
入
っ
て
き
た
の
か
を
探
ろ
う
と
す
る
試
み

で
あ
る
O
し
か
し
な
が
ら
大
阪
弁
特
有
な
語
嚢
も
当
然
谷
崎
の
耳
に
は
入
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
L
t
ま
た
小
説
に
も
使
わ
れ
て
い
る
.
こ

こ
で
は
主
に
副
詞
的
な
表
現
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
が
'
そ
の
前
に
ま
ず
名
詞

･
代
名
詞

･
接
尾
辞

･
動
詞
な
ど
を
挙
げ
て
お
こ
う

(渇

載
頁
に
つ
い
て
は

l
つ
挙
げ
る
が
'
当
然
複
数
出
現
し
て
い
る
も
の
が
多
い
)｡

[名
詞

･
代
名
詞
]

て
ん
ご

(悪
ふ
ざ
け
)
(
二

二
)､
き
ん
の

(き
の
う
)
(二
三
)'
よ
ん
べ

(ゆ
う
べ
)
(九

〇
)､
ろ
う
じ

(路
地
)
(六
七
)'
あ

て

(私
)
(
四
三
)

等

々

[接
尾
辞
]

～
や
か
い

(な
ど
'
な
ん
か
)
(二
一
‥

学
校
や
か
い
)
'

-
し
な

(際
'
時
)
(九
四
‥

帰
り
し
な
に
)

等
々

[動
詞
]

行

ぬ

(帰
る
)
(九
五
)
､
章

(や
つ
)
す

(化
粧
す
る
)
(八
五
)

等

々

[捕
助
動
詞
]

～
て
や
る

(
て
あ
げ
る
)
(
!
五
八
‥

そ
な
い
云
う
て
や
り
ま
し
た
ら
)

～
て
L
も

(た
)
(
て
し
ま
っ
た
)
(六
〇
‥
着
物
盗
ま
れ
て
し
も
て
ん
)
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～
て
お
ま
す

(
て
い
ま
す
)
(六
四
‥

気
イ
つ
い
て
や
お
ま
へ
な
ん
だ
の
ん
が
)

等
々

こ
こ
で
挙
げ
た
名
詞
な
ど
の
多
-
は
'
す
で
に
説
明
し
た
樽
音
便
化

･
長
音
化
に
よ
っ
て
'
標
準
語
と
は
か
な
り
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ

て
お
り
､
大
阪
弁
特
有
の
語
嚢
に
な
っ
て
い
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
補
助
動
詞
の

｢
～
て
や
る
｣
は

｢
云
う
て
や
る
｣
｢
話
し
て

や
る
｣
｢書
い
て
や
る
｣
の
例
が
多
い
が
､
ど
れ
も
標
準
語
の

｢
～
て
あ
げ
る
｣
ほ
ど
に
は
相
手
に
恩
恵
を
与
え
る
意
味
は
感
じ
ら
れ
な

い｡次
に
副
詞
あ
る
い
は
形
容
詞
の
副
詞
的
用
法
で
特
徴
的
な
も
の
を
挙
げ
て
み
た
い
｡
大
阪
弁
に
は
こ
の
種
の
語
嚢
が
多
い
｡
前
田

(
一

九
四
九
､
四
〇
六
貢
以
下
)
も
大
阪
弁
の
副
詞
に
つ
い
て
は
､
｢淳
朴
さ
を
有
す
る
｣
も
の
'
あ
る
い
は

｢粘
り
の
あ
り
奥
行
の
あ
る
情

味
語
｣
｢人
な
つ
こ
い
物
柔
ら
か
な
副
詞
｣
な
ど
と
評
し
'
総
じ
て

｢大
阪
副
詞
に
は
い
ろ
ん
な
情
の
掬
す
べ
き
も
の
が
多
い
｣
と
述
べ

る
｡
以
下
文
脈
と
共
に
紹
介
し
た
い
が
'
こ
こ
で
挙
げ
る
も
の
の
中
に
は
'
形
容
詞
の
副
詞
的
用
法
も
含
む

(傍
線
は
湯
浅
に
よ
る
).

[副
詞
や
形
容
詞
の
副
詞
的
用
法
な
ど
]

あ
ん
じ
ょ
う
ペ
テ
ン
に
か
け
ら
れ
た
上
に
そ
な
い
エ
ゲ
ツ
の
う
疑
わ
れ
た
ら

(
1
四
三
)

綿
貫
は
せ
え
だ
い
聞
-
の
ん
で
す
が

(

1

11

)

前
の
浜
に
は
仰
山
海
水
浴
の
入
行
て
ま
す
し

(

一八
〇
)

蕨
や
ら
､
ぜ
ん
ま
い
や
ら
､
土
筆
や
ら
､
た
あ
ん
と
採
り
ま
し
た

(二
四
)

大
き
に
済
み
ま
せ
ん
こ
と
で
す

(六
八
)

え
ら
い
済
ん
ま
へ
ん
な
あ

(五
九
)

ほ
ん
ま
に
今
度
の
日
曜
に
､
二
人
で
奈
良
い
行
き
な
さ
れ
し
ま
せ
ん
か

(
二
二

感
づ
い
て
る
も
ん
ち
ょ
び
ッ
と
よ
り
な
い
や
ろ
恩
て
ま
す
さ
か
い

(
一
三

六
)
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な
ん
ば
熱
烈
に
愛
し
合
う
て
た
か
て

(
二

六

)

あ
な
い
に
秘
密
打
ち
明
け
て

(
二

九
)

そ
な
い
い
つ
迄
も

一
人
で
い
ら
れ
る
筈
な
い
さ
か
い

(
一
三
六
)

ど
な
い
親
に
云
わ
れ
て
も

(
一
三
七
)

こ
な
い
こ
な
い
せ
え
云
う
と
い
た

(
1
四
〇
)

お
互
に
も
う
す

っ
-
り
打
ち
解
け
て
し
ま
い
ま
し
て
ん

(
二

一
)

あ
ん
ま
り
長
い
こ
と
し
ゃ
べ
っ
た
せ
え
か
け
っ
た
い
に
興
奮
し
て

(二
〇
五
)

坤
り
ご
え
が
段
々
し
ん
ど
そ
う
に
な
っ
て

(九
〇
)

し
ょ
こ
と
な
し
に
そ
な
い
し
た
の
ん
で
す
が

(九

一
)

こ
い
で
よ
う
よ
う
胸
す

ッ
と
し
ま
し
た

(
二

一

)

と
う
ど
学
校
の
方
い
手

工
廻
し
て

(
一
九
)

等

々

以
上
の
副
詞
あ
る
い
は
形
容
詞
の
副
詞
的
用
法
を
見
て
も
､
量
の
多
少
に
関
す
る
も
の
や
､
行
為

･
事
態
の
様
態
あ
る
い
は
評
価
に
関
わ

る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
O
右
の
例
の
中
の

｢
エ
ゲ
ツ
の
う
｣
は

｢
な
い
型
｣
(前
田

一
九
四
九

参
照
)
の
形
容
詞

｢
エ
ゲ

ッ
な
い
｣
の
連
用
形
が
り
音
便
し
た
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
評
価
を
示
す
形
容
詞
は
'
副
詞
的
に
は
用
い
ら
れ
な
か

っ

た
り
､
用
い
ら
れ
に
-
い
と
思
わ
れ
る
｡

あ
ん
な
学
校
行

っ
た
か

っ
て
し
ょ
う
む
な
い

(八
〇
)

あ
ほ
ら
し
い

(三
二
)

あ
と
の

｢
あ
ほ
ら
し
い
｣
に
は
否
定
形
の

｢
あ
ほ
ら
し
い
も
な
い
｣
(三
四
)
と
い
う
形
も
使
わ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
は

｢
あ
ほ
ら
し
い
｣
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の
強
調
形
で
あ
っ
て
､
｢
せ
わ
し
い
｣
｢
せ
わ
し
な
い
｣
と
同
様
で
あ
る

(新
潮
文
庫
版

rR
j
(ま
ん
じ
)_J
注
解
参
照
).

先
に
引
用
し
た
前
田

(
一
九
四
九
)
も

｢大
阪
副
詞
｣
と
い
う
言
糞
を
使

っ
て
い
た
よ
う
に
､
大
阪
弁
に
は
生
活
感
情
と
密
接
に
関
係

し
た
副
詞
が
豊
富
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て

｢接
続
詞

･
感
動
詞
に
は
特
筆
す
べ
き
も
の
は
少
な
い
｣
(前
田

一
九
四
九
､
四

〇
七
頁
)

と
言
え
る
o
『FP

(ま
ん
じ
)Jl
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
以
下
の
接
続
詞
も
'
そ
れ
ぞ
れ

｢
そ
れ
で
｣
の
音
韻
変
化
し
た
も
の
､
｢
そ
や
け

ど
｣
の
省
略
形
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
い
で
毎
日
の
よ
う
に
会
う
て
る
こ
と
は
会
う
て
る
け
ど

(
1
三
七
)

け
ど
お
前
が
そ
な
い
に
美
人
や
云
う
の
ん
な
ら

(

二

二

)

こ
こ
で
の

｢
そ
い
で
(so
ide)｣
の
o
iも
二
重
母
音
と
み
な
せ
ば
､

｢
そ
れ
で
｣
か
ら

｢
そ
い
で
｣
は
三
拍
か
ら
二
相
に
短
縮
さ
れ
る
こ
と

に
も
な
り
'
｢大
阪
弁
は
テ
ン
ポ
が
お
そ
い
｣
(前
田

1
九
六

l
t

1
〇
五
頁
)
と
い
う
評
価
は
当
て
は
ま
ら
な
い

(尾
上

一
九
九
九

も
参
照
)
O
こ
う
し
た
接
続
詞
に
関
わ
っ
て
'
標
準
語
と
比
べ
拍
数
の
短
縮
す
る
例
は
､
例
え
ば

｢
そ
い
で
も
｣
(
二

〇
)
(I

｢
そ
れ

で
も
｣
)
'
｢
そ
や
け
ど
｣
(
一
三
〇
)
(-
｢
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
｣
)
'
｢
そ
し
た
ら
｣
(
一
三
三
)
(-

｢
そ
う
し
た
ら
｣
)
な
ど
多
い
C

二
二二
大
阪
弁
の
文
体
へ
の
評
価

谷
崎
の

『
FP
(ま
ん
じ
)Jl
の
大
阪
弁
の
文
体
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
幾

つ
か
の
評
価
は
な
さ
れ
て
い
る
.
例
え
ば
堺
出
身
の
河
盛

(
1
九
六
七
)
は
'
谷
崎
が
女
子
専
門
学
校
出
の
若
い
女
性
を
使
っ
て
大
阪
弁
に
翻
訳
さ
せ
､
さ
ら
に
そ
れ
に
手
を
加
え
て
完
成
さ
せ
た

と
い
う
経
緯
を
ふ
ま
え

(本
稿
の
二
参
照
)､
｢
こ
の
大
阪
言
葉
は
'
あ
ま
り
正
確
す
ぎ
て
､
も
し
-
は
文
法
的
で
あ
り
す
ぎ
て
､
ど
こ
か

流
動
性
に
乏
し
い
感
じ
の
す
る
理
由
が
よ
-
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
評
価
は
大
阪
出
身
の
作
家
で
あ

る
河
野

(
一
九
七
六
､
二
四
百
)
の
以
下
の
説
明
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
｡
rT
Ftに

の
文
体
は

一
体
に
'
表
面
的
に
大
阪
言
葉
の
感
じ
の
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強
い
露
骨
な
大
阪
言
葉
を
択
び
過
ぎ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
原
文
の

一
語
々
々
に
拘
泥
り
す
ぎ
た
た
め
に
'
敢
え
て
そ
の

よ
う
な
無
理
を
犯
す
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
｣
す
で
に
触
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
が

(本
稿
注

(4
)
参
照
)
'
谷
崎
は

｢東
京

語
｣
と

｢大
阪
語
｣
の
差
異
に
つ
い
て
､
｢声
｣
の
み
な
ら
ず
文
法
的
に
も
か
な
り
鋭
い
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
｡
例
え
ば
'
｢大
阪
語
｣

は

｢東
京
語
｣
に
比
べ
'
｢
て
に
を
は
｣
の
省
略
が
多
い
こ
と
'
｢
と
｣
を
省
い
た

｢『
谷
崎
』
云
う
人
｣
と
い
っ
た
表
現
を
使
う
こ
と
､

敬
語
法
の
種
類
が
非
常
に
少
な
い
こ
と
､
丁
寧
さ
を
表
わ
す

｢御
｣
と
い
う
接
頭
辞
の
つ
い
た
語
が
少
な
い
こ
と
､
さ
ら
に
言
い
回
し
全

体
を
と
れ
ば
'
｢大
阪
語
に
は
言
葉
と
言
責
と
の
間
に
､
此
方
が
推
量
で
情
味
を
酌
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
隙
間
が
あ
る
こ
と
｣
等

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(谷
崎

一.
九
三
二
㌧
全
集
版
三
八
四
頁
以
下
参
照
)｡
こ
れ
ら
は
､
谷
崎
が
大
阪
弁
に
よ
る
翻
訳
を
さ
ら
に
自
分

で
推
鼓
し
作
品
に
仕
上
げ
る
過
程
で
気
の
つ
い
た
大
阪
弁
の
文
法
的
事
実
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
こ
の
こ
と
は
以
下
の
言
糞
で
も
分
か

る
.
｢最
初
に
東
京
語
で
書
い
て
､
そ
れ
を
大
阪
語
に
直
そ
う
と
す
る
と
'
二
種
類
の
表
現
に
対
し
て
'

1
種
類
し
か
表
現
法
の
な
い
こ

と
が
あ
る
｡
｣
(同
上
)
こ
れ
は

｢東
京
語
｣
に
お
け
る

｢
は
｣
｢
で
は
｣
そ
れ
ぞ
れ
の
付
-
二
つ
の
表
現
が
､
｢大
阪
語
｣
で
は
助
詞
を
欠

い
た
表
現

一
つ
に
な
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
大
阪
弁
に
つ
い
て
の
精
微
な
分
析

･
適
用
は
'
結
果
と
し
て
関
西
出
身

者
か
ら
見
れ
ば

｢文
法
的
で
あ
り
す
ぎ
る
｣
｢流
動
性
に
乏
し
い
｣
(以
上
､
河
盛
)
｢表
面
的
に
大
阪
言
葉
の
感
じ
の
強
い
露
骨
な
大
阪

言
葉
｣
(河
野
)
と
い
う
印
象
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
｡
確
か
に
本
稿
で
分
析
し
た
よ
う
な
大
阪
弁
特
有
な
音
韻
的
文
法
的
特
徴
に
つ
い

て
は
､
『FE

(ま
ん
じ
)
』
の
中
で
は
例
文
集
の
ご
と
-
収
集
可
能
で
あ
る
O
こ
れ
は
河
野
も
言
う
よ
う
に
一
語

l
語
東
京
弁
と
大
阪
弁
と

の
対
応
を
厳
密
に
考
え
す
ぎ
た
結
果
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
れ
は
逆
に
大
阪
弁
ら
し
い
文
の
流
れ
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
例

え
ば
'
以
下
の
会
話

(｢
そ
の
二
十
六
｣
内
､

T
六
二
)
は
徳
光
光
子
の
男
で
あ
る
綿
貫
が
柿
内
園
子
の
夫
の
弁
護
士
事
務
所
を
訪
ね
た

際
の
や
り
と
り
で
あ
る

(湯
浅
が
地
の
文
を
省
き
'
誰
の
発
話
か
を
付
記
)
.

綿
貫

｢僕
か
て
何
も
､
自
分
の
た
め
に
働
い
て
欲
し
い
云
う
の
ん
や
あ
れ
し
ま
せ
ん
が
'
今
度
の
こ
と
は
'
あ
ん
た
の
利
害
と
僕
の
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利
害
と
が
偶
然

一
致
し
て
る
思
た
の
ん
で
'
伺
う
た
の
ん
で
す
｡
あ
ん
た
か
て
そ
れ
は
認
め
な
さ
る
や
ろ
｣

柿
内

(夫
)
｢
そ
ん
な
こ
と
僕
は
考
え
る
余
裕
も
な
し
'
又
考
え
と
う
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
失
礼
な
が
ら
'
僕
は
あ
ん
た
と
'
ぐ
る
に
な

っ

て
そ
ん
な
事
件
の
中
い
捲
き
込
ま
れ
と
う
な
い
の
ん
で
す
｡
僕
は
自
分
の
自
由
意
志
で
自
分
の
妻
を
処
分
す
る
だ
け
で
す
｣

綿
貫

｢
あ
あ
'
そ
う
で
す
か
'
そ
ん
な
ら
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
が
｡
ほ
ん
ま
云
う
た
ら
'
僕
か
て
あ
ん
た
に
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
の
ん
で

す
か
ら
'
こ
ん
な
こ
と
頼
み
に
来
ら
れ
る
義
理
や
な
い
の
ん
で
す
け
ど
'
そ
い
で
も
僕
､
も
し
園
子
さ
ん
が
光
子
と

1
緒
に
逃
げ
る

よ
う
な
こ
と
あ
っ
た
ら
'
困
る
の
ん
は
自
分
ば
か
り
や
な
い
'
そ
れ
知
っ
て
な
が
ら
黙
っ
て
た
ら
あ
ん
た
に
対
し
て
も
不
親
切
や
恩

L2
)

て
来
た
の
ん
で
す
が
｡
そ
な
い
な
っ
た
ら
､
あ
ん
た
か
て
嫌
で
も
応
で
も
事
件
の
中
に
捲
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
す

で

｣

谷
崎
が
標
準
語
で
初
め
に
ど
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
､
こ
の
綿
貫
と
柿
内
園
子
の
夫
の
会
話
に
つ
い
て
は
､
お

そ
ら
く
本
稿
で
ま
と
め
た

(
つ
ま
り
は
谷
崎
が
大
阪
人

･
関
西
人
の

｢声
｣
を
聞
い
て
認
知
し
て
い
た
)
大
阪
弁
と
標
準
語
と
の
差
異
を

1
語

〓
講
検
討
し
､
言
い
換
え
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
O
例
え
ば
そ
れ
は
､
｢僕
も
｣
1

｢僕
か
て
｣
'
｢働
い
て
欲
し
い
と
云
う
｣

1

｢働
い
て
欲
し
い
云
う
｣
､
｢
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
｣
1

｢
の
ん
や
あ
れ
し
ま
せ
ん
が
｣､
｢
あ
な
た
｣
1

｢
あ
ん
た
｣
､
｢
1
致
し
て
い

る
と
思
っ
た
｣
1

｢
一
致
し
て
る
恩
た
｣
'
｢考
え
た
く
｣
1

｢考
え
と
う
｣
'
｢事
件
の
中
に
｣
1

｢
事
件
の
中
い
｣
'
｢
と
云

っ
た
｣
1

｢
云
う
て
や
っ
た
｣
(｢と
｣
は
省
略
)､
｢
そ
れ
な
ら
｣
1

｢
そ
ん
な
ら
｣
'
｢
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
云
え
ば
｣
1

｢
ほ
ん
と
云
え
ば
｣
､
｢
そ

れ
で
も
｣
1

｢
そ
い
で
も
｣､
｢
そ
れ
を
知

っ
て
い
な
が
ら
｣
1

｢
そ
れ
知
っ
て
な
が
ら
｣
等
々
の
逐
語
的
な
翻
訳
で
あ
る
｡
内
容
的
に
も

極
め
て
論
理
中
心
の
も
の
で
あ
る
が
､
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
発
話
は
､
谷
崎

(
一
九
三
二
､
全
集
版
三
八
五
貢
)
も
説
明
し
て
い
る

｢何
処
か
ら
何
処
ま
で
満
遍
な
-
撫
で
廻
す
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
｣
東
京
の
し
ゃ
べ
り
方
な
の
で
あ
る
｡
尾
上

(
1
九
九
九
､

二
二
〇
頁
以

下
)
は

｢
ね
こ
が
池
に
落
ち
た
｣
と
い
う
事
情
を
説
明
す
る

｢
ボ
チ
ャ
ー
ン
ね
こ
落
ち
よ
っ
て
ん
｣
と
い
う
大
阪
弁
を
分
析
し
､
大
阪
弁

ら
し
い
言
葉
の
運
び
方
に
つ
い
て
'
｢内
部
に
緩
急
の
差
を
持
ち
'
飛
躍
を
含
み
な
が
ら
､
話
し
手
の
ダ
イ
ナ
-
ツ
ク
な
目
の
動
き
'
気
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持
ち
の
動
き
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
も
の
｣

で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
｡
こ
れ
を
大
阪
人
の
生
き
る
リ
ズ
ム
と
重
ね
合
わ
せ
'
｢
停
滞

を
嫌
い
'
変
化
を
好
み
､
イ
ラ
チ
で
敏
捷
で
ダ
イ
ナ
-

ツ
ク
な
動
き
｣
が
大
阪
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
う

(尾
上
'
同
上
､

T
三
三
百
)
｡

先
の
二
人
の
男
性
の
会
話
は
論
理
的
や
り
と
り
で
あ
る
た
め
､
こ
の
よ
う
な
大
阪
弁
の
持

つ
リ
ズ
ム
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
自
体
必
ず
し
も

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
大
幅
に
発
話
を
短
-
し
た
り
､
内
容
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
り
､
場
合
に
よ

っ

て
は

｢
小
さ
-
原
文
を
裏
切
る
｣
(河
野

丁
九
七
六
､
二
四
頁
)
こ
と
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
'
も
う
少
し
躍
動
感

の
あ
る
会
話

に
す
る

こ
と
も
可
能

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
｡
だ
が
関
西
に
移
住
し
て
五
㌧
六
年
し
か
た

っ
て
い
な
い
谷
崎
に
と

っ
て
､
関
西
人
の
生
の
リ
ズ
ム
と
不

即
不
離
の
言
葉

の
-
ズ
ム
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
､
｢
声
｣
や
文
法
の
習
得
以
上
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
｡

(
つ
づ
-
)

【注
】

(-
)
『FP
(ま
ん
じ
)』
の
大
阪
弁
へ
の
翻
訳
に
関
わ
っ
た
二
名
に
つ
い
て
は
河
野

(
一
九
七
六
､

l
四
百
以
降
参
照
)
に
詳
し
い
.
二
名
と
言
っ
て
も
'

こ
れ
は

一
人
目
の
女
性
が
結
婚
し
て
家
庭
に
入
っ
た
た
め
'
専
門
学
校
の
後
輩
が
そ
の
後
任
に
な
っ
て
の
二
名
で
あ
る
｡
河
野

(同
上
)
に
よ
れ
は
､

最
初
の
女
性
は
も
と
も
と
大
阪
出
身
者
で
は
な
く
､
岡
山
あ
た
り
の
出
身
と
の
こ
と
で
あ
る
0
岡
山
弁
自
体
は
大
阪
弁
と
か
な
り
の
開
き
が
あ
る
と

言
え
る
が
'
専
門
学
校
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
後
と
い
う
若
い
年
代
に
大
阪
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
岡
山
出
身
者
で
あ
る
こ
と
が
た
と

え
事
実
で
あ
っ
て
も
'
そ
れ
が
大
阪
弁
へ
の
翻
訳
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
は
考
え
に
-
い
O

(2
)
日
本
語
で
小
説
を
書
-
英
語
母
語
話
者
リ
ー
ビ
英
雄
は
時
に

｢越
境
者
｣
と
見
徹
さ
れ
'
自
ら
も
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
と
運
へ
て
い
る

(『
日
本

語
な
る
ほ
ど
塾
』
二
〇
〇
五
年

四
･
五
月
号
参
照
)｡
谷
崎
も
関
東
か
ら
関
西
へ
の
越
境
者
と
し
て
､
新
た
な
文
学
の
可
能
性
を
発
掘
し
て
い
っ
た

と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

(3
)
河
野

(
1
九
七
六
､

!
八
頁
以
下
)
は
'
小
説
内
で
用
い
ら
れ
る
大
阪
弁
が
必
ず
し
も
正
統
純
粋
な
大
阪
弁
で
は
な
い
と
い
う
当
時
の
意
見
を
容
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認
し
っ
つ
'
そ
れ
が
む
し
ろ
谷
崎
の
希
望
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
展
開
し
て
い
る
｡
理
由
は
'
次
第
に
芦
屋
や
香
炉
園
に
居
宅
を

構
え
る
よ
う
に
な
っ
た
大
阪
人
は
大
阪
言
葉
に
対
し
て

｢共
通
語
的
な
言
い
ま
わ
し
を
あ
し
ら
い
が
ち
｣
に
な
っ
て
'
｢
け
っ
た
い
な
大
阪
言
葉
｣
を

つ
-
り
つ
つ
あ
っ
た
た
め
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
河
野

(同
上
'

1
六
頁
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
､
谷
崎
は

『Ft

(ま
ん
じ
)』
執
筆
当
時

｢関

西
へ
移
住
し
て
か
ら
'
ま
だ
五
､
六
年
に
し
か
な
ら
な
い
｣
の
で
あ
り
'
む
し
ろ
阪
神
問
に
居
宅
を
も
つ
婦
人
た
ち
の
大
阪
弁
の
微
細
な
ズ
レ
に
ま

で
関
心
を
持
て
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
｡
む
し
ろ
､
谷
崎
自
身
が
関
心
を
持
つ
標
準
語
と
大
阪
弁
の
違
い
が
必
ず
し
も
言
葉
全
体
を

僻
轍
し
た
も
の
で
な
い
た
め
に
'
小
説
の
大
阪
弁
が
正
統
な
大
阪
弁
か
ら
は
ず
れ
た
部
分
を
持
つ
結
果
に
な
っ
た
と
見
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
｡

(
4
)
谷
崎
は

『
FE

(ま
ん
じ
)』
を
執
筆
す
る
際
'
大
阪
弁
の
も
つ
文
法
的
特
徴
に
つ
い
て
'
か
な
り
詳
細
か
つ
鋭
い
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
｡
例
え
は
'
大
阪
弁
の
も
つ
噸
繁
な
助
詞
の
省
略
と
い
う
特
徴

(例
え
ば
'
前
田

1
九
六

1
､
八
二
百
以
下
参
照
)
に
つ
い
て
は
'
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
こ
れ
は
適
切
な
引
例
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
､
東
京
語
で

｢私
は
分
ら
な
い
わ
｣
と
云
う
の
と
､
｢
私
で
は
分
ら
な
い

わ
｣
と
云
う
の
と
は
使
う
場
合
が
違
う
｡
然
る
に
大
阪
で
は
そ
ん
な
区
別
が
な
-
'
恐
ら
-
執
方
の
場
合
に
も

｢
う
ち
分
れ
へ
ん
｣
と
い
う
だ
け
で

あ
ろ
う
｡
も
し
こ
の
引
例
が
間
違
っ
て
い
た
ら
訂
正
す
る
が
､
大
体
に
於
い
て
私
の
云
わ
ん
と
す
る
所
は
間
違
っ
て
い
な
い
D
小
説

『
R
j』
を
書
く

時
に
実
は
始
め
て
気
が
付
い
た
の
だ
が
､
大
阪
の
言
葉
は
そ
う
云
う
点
が
妙
に
粗
い
｡｣
(中
央
公
論
社
版
全
集

第
二
〇
巻
､
三
八
四
頁
)

つ
ま
り

谷
崎
が

『Ftj
(ま
ん
じ
)』
を
執
筆
す
る
時
点
で
大
阪
弁
ら
し
さ
と
認
識
し
て
い
る
表
現
手
段
は
'
文
体
の
書
き
直
し
の
際
に
か
な
り
の
割
合
で
取
り

入
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(5
)
｢
ね
ん
｣
に
つ
い
て
は
大
阪
弁
の
代
表
的
な
終
助
詞
的
表
現
と
し
て
､
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
｡
も
と
も
と

｢
の
や
｣
が

｢
ね
や
｣
を
経
て

｢
ね
ん
｣
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
'
標
準
語
で
言
え
ば

｢
の
だ
｣
が
対
応
す
る

(前
田

l
九
六

1
㌧

一
四
七
百
､
尾
上

1
九
九
九
㌧
三
四
頁
以
下

参
照
)｡
尾
上

(同
上
)
で
は
､
｢告
白
｣
｢訴
え
｣
｢教
え
｣
等
々
の

｢
の
だ
｣
と
共
通
す
る
機
能
が

｢
ね
ん
｣
に
つ
い
て
も
分
析
さ
れ
て
い
る
｡

(6
)
一
八
歳
ま
で
主
に
播
州
で
育

っ
た
筆
者
に
は
､
む
し
ろ
ア
列
音
､
例
え
は

｢買
わ
へ
ん
｣
｢行
か
へ
ん
｣
の
方
が
､
単
純
な
否
定
形
と
し
て
は
馴
染

み
が
あ
る
｡
た
だ

｢
買
え
へ
ん
｣
｢行
け
へ
ん
｣
も
実
際
に
は
使
用
し
て
い
た
が
､
そ
れ
は

｢買
う
こ
と
が
で
き
な
い
｣
｢行
-
こ
と
が
で
き
な
い
｣

と
い
う
不
可
能
の
意
味
を
含
ん
で
お
り
､
あ
る
種
の
機
能
分
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
う
し
た
傾
向
は
京
都
弁
で
も
見
ら
れ
る
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よ
う
で
あ
る

(山
下

二
〇
〇
四
㌧
九
二
頁
以
下
参
照
)O

(7
)
音
韻
上
の
e
>
iと
い
う
変
化
に
つ
い
て
は
'
例
え
ば

｢
そ
の
疑
い
さ
い
な
か
っ
た
ら
｣
(二
〇
六
)
の
よ
う
な

sae>
s
a
iや
'
｢
前
掛
｣
の
発

音
に
見
ら
れ
る
m
a
e

ka
k
e
>

m
a
ika
k
eな
ど
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る

(前
田

一
九
四
九
'

1
11二
百

､牧
村

1
九
七
九
等
参
昭
!)O

(8
)
最
上

(
一
九
九
九

)
に
よ
れ
ば
'

一
九
六
〇
年
代
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
読
む
ス
ピ
ー
ド
は
'

一
分
間
に
三
〇
〇
字
前
後
と
さ
れ
て
い
た
が
､
そ
の

約
四
〇
年
後
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
三
〇
〇
字
後
半
か
ら
四
〇
〇
字
前
後
を
読
む
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
ま
し
て
谷
崎
が

『
R
j

(ま
ん
じ
)』
を
書
い
た

一
九
三
〇
年
前
後
と
比
べ
れ
ば
'
現
代
の
話
す

(あ
る
い
は
聞
き
手
が
も
と
め
る
)
ス
ピ
ー
ド
は
格
段
と
速
く
な

っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
｡

(9
)
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る

｢
ん
｣
は
､
も
と
も
と
否
定
の

｢
ぬ
｣
か
ら
来
て
い
る
た
め
､
本
来
は
未
然
形

(
こ
こ
で
は

｢
せ
｣
)
に
し
か
接
続
し
な

い
が
､
連
用
形

(
こ
こ
で
は

｢
し
｣
)
に
ま
で
接
続
し
て
い
る

(尾
上

一
九
九
九
､
六
二
頁
参
照
)
｡
こ
れ
は

｢
ん
か

(
い
)
｣
が
全
体
と
し
て
終
助

詞
化
し
て
い
る
証
拠
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
｡

(1
)
｢
ひ
ょ
｣
に
つ
い
て
は
'
子
音
が
母
音
ほ
ど
入
念
に
発
音
さ
れ
な
い
と
い
う
大
阪
弁
の
特
徴
の
現
わ
れ
で
も
あ
る

(前
田

一
九
六

二

四
六
頁
以

下
参
照
)
O
つ
ま
り
子
音
の
摩
擦
に
必
要
な
口
腔
内
の
狭
め
が
後
方
へ
下
が
り
'
単
な
る
息
の
摩
擦
に
な
っ
て
い
る
.
他
方
で

｢
し
ょ
う
｣
の

｢
う
｣

が
消
失
す
る
こ
と
は
､
前
田

(同
上
)
の
言
う

｢母
音
過
多
｣
が
必
ず
し
も
大
阪
弁
す
べ
て
で
一
般
化
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

(
11
)
綿
貫
の
発
話
の
中
の

｢仕
方
あ
り
ま
せ
ん
が
｣
｢
思
て
果
た
の
ん
で
す
が
｣
の
あ
と
に
は
地
の
文
が
挟
ま
っ
て
い
る
た
め
､
あ
と
の
発
話
を
つ
な
げ

た
場
合
'
句
点

(｡
)
に
な
る
か
読
点

('
)
に
な
る
か
は
不
明
｡

一
応
句
点
に
し
て
お
い
た
｡

(参
考
文
献
)

尾
上
圭
介

(
7
九
九
九
)
『大
阪
こ
と
ば
学
』

創
元
社

笠
原
伸
夫

(
7
九
八
九
)
『新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
-

谷
崎
潤

l
郎
』

第
六
刷

新
潮
社

(｢
ア
ル
バ
ム
｣
と
略
記
)

河
盛
好
蔵

(
一
九
六
七
)
｢谷
崎
文
学
と
関
西
｣
(『谷
崎
潤

l
郎
全
集

月
報
十

1
3

中
央
公
論
社

所
収
)
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河
野
多
恵
子

(
一
九
七
六
)
『谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』

文
芸
春
秋

坂
部
恵

(
一
九
九
°
)
『か
た
り
』

弘
文
堂

瀬
沼
茂
樹

(
一
九
六
〇
)
｢谷
崎
潤

一
郎
入
門
｣
(『
日
本
現
代
文
筆
全
集

四
三

谷
崎
潤

1
郎
集

(
1
)』
講
談
社

所
収
)

谷
崎
潤

7
郎

(
l
九
二
八
-

1
九
三
〇
)
｢R
j
(ま
ん
じ
)｣
(『改
造
』

l
九
二
八
年
三
月
号
-

1
九
二
九
年
四
月
号
'
六
月
号
-

1
0
月
号
'
同
年

〓

1

月
号
-

1
九
三
〇
年

1
月
号
､
同
年
四
月
号
､
『谷
崎
潤

1
郎
全
集

第
十

一
巻
』
中
央
公
論
社

1
九
八
二
年

所
収
)

I

(
7
九
三
二
)
｢私
の
見
た
大
阪
及
び
大
阪
人
｣
(『谷
崎
潤

一
郎
全
集

第
二
十
巻
』
中
央
公
論
社

1
九
八
二
年

所
収
)

-

(二
〇
〇
三
)
『把

(ま
ん
じ
)』

第
九
九
刷

新
潮
文
庫

前
田
勇

(
一
九
四
九
)
『大
阪
群
の
研
究
』

朝
日
新
聞
社

-

(
一
九
六

こ

『大
阪
弁
入
門
』

朝
日
新
聞
社

牧
村
史
陽

(編
)
(
1
九
七
九
)
『大
阪
こ
と
は
事
典
』

第

二
刷

講
談
社

最
上
勝
也

(
1
九
九
九
)
｢
ニ
ュ
ー
ス
報
道
の
読
み
の
速
さ
と
そ
の
計
測
法
｣
(『言
語
』
九
月
号
'
四
〇
-
四
三
頁

所
収
)

山
下
好
孝

(二
〇
〇
四
)
『関
西
弁
講
義
』

講
談
社

リ
ー
ビ
英
雄

(二
〇
〇
五
)
｢
日
本
語
に
魅
せ
ら
れ
て
｣
(本
テ
キ
ス
ト
は
談
話
に
も
と
づ
い
て
編
集
部
が
構
成
し
た
も
の
)
(『
N
H
K
知
る
を
楽
し
む

日
本
語
な
る
ほ
ど
塾
』
四
･
五
月
号
､
所
収
)

渡
辺
窯

(
一
九
九
六
)
『
日
本
語
概
説
』

岩
波
書
店

[付
記
]
本
研
究
は
文
部
科
学
省
ハ
イ
テ
ク
･
リ
サ
ー
チ
･
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業

(平
成

1
六
年
度

～
平
成
二
〇
年
度
)
に
よ
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト

｢
関
西
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