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1 開会のあいさつ

み
な
さ
ま
、
よ
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今
日
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
第
七
回
目
の
公
開
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
い
う
こ
と
で
、「
近
代

の
日
本
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
で
き
た
」
と
い
う
興
味
深
い
テ
ー
マ
を
ご
用
意
し
ま
し
た
。
今
、
桜
が
満
開
で
す
が
、
本
日
の
資
料
の
表

紙
も
桜
の
花
が
満
開
の
華
や
か
な
図
柄
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
講
演
会
の
内
容
も
、
近
代
の
日
本
語
が
現
在
の
姿
に

開
花
し
た
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
戦
前
の
日
本
語
は
、
現
在
の
日
本
語
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の

か
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
の
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
姿
に
開
花
し
た
の
か
、
と
い
う
の
は
け
っ
し
て
簡
単
な
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
語
の
歴
史
は
、
標
準
的
な
時
代
区
分
で
言
い
ま
す
と
、
奈
良
期
か
ら
平
安
期
の
古
代
語
、
鎌
倉
期
・
室
町
期
の
中
世
語
、
江
戸

期
の
近
世
語
に
分
か
れ
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
近
代
の
日
本
語
、
つ
ま
り
近
代
語
と
言
い
ま
す
の
は
、
明
治
期
か
ら
大
正
期
、

昭
和
初
期
、
つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
日
本
語
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。
講
演
の
中
で
、
近
代
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
広
が
る
の

か
と
い
う
議
論
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
よ
う
に
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
近
代
語
の
状
態
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
今
私
た
ち
が
使
っ
て
い
る
現
代
の
日
本
語
が
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
以
前
は
、「
日
本
語
は
世
界
の
中
で
最
も
難

し
い
言
語
で
あ
る
」
と
か
「
日
本
語
は
省
略
が
多
く
曖
昧
な
言
語
だ
か
ら
外
国
人
は
と
て
も
学
べ
な
い
」
と
い
っ
た
日
本
語
論
が
流
布
し

て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
，
そ
の
よ
う
な
議
論
の
多
く
は
、
外
国
語
を
よ
く
知
ら
な
い
人
の
主
観
的
な
思
い
込
み

で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
視
点
を
変
え
て
、
日
本
人
の
立
場
で
は
な
く
外
国
人
の
立
場
か
ら
日
本
語
を
み
る
と
、
実
は
、
日
本
語

の
文
法
は
比
較
的
単
純
で
す
。
世
界
の
諸
言
語
を
比
較
す
る
言
語
類
型
論
と
い
う
分
野
の
研
究
に
よ
る
と
、
地
球
上
の
約
六
千
言
語
の

中
で
日
本
語
の
発
音
や
文
法
は
比
較
的
や
さ
し
く
単
純
な
部
類
に
は
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ロ
ジ
ャ
ー
・
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん 
…
…
こ
の
方
は
言
語
学
者
で
は
な
く
作
家
・
演
出
家
な
の
で
す

が
…
… 

も
、
最
近
出
さ
れ
た
『
驚
く
べ
き
日
本
語
』（
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
二
〇
一
四
年
）
と
い
う
本
の
中
で
熱
く
語
っ
て
い

ま
す
。「
驚
く
べ
き
」
と
い
う
の
は
、
英
語
の
「am

azing

（
ア
メ
イ
ジ
ン
グ
）」
に
あ
た
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
は
単
に
「
驚
く
」
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だ
け
で
な
く
、「
驚
く
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
褒
め
言
葉
な
の
で
す
ね
。
実
際
、
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
日
本
語

は
非
常
に
学
び
や
す
い
と
褒
め
ち
ぎ
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
が
比
べ
て
い
る
の
は
、
英
語
の
ほ
か
、
極
め
て
複
雑
な
語
尾
変

化
を
持
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
や
ロ
シ
ア
語
で
す
か
ら
、
日
本
語
が
や
さ
し
い
と
思
え
る
の
は
当
然
な
の
で
す
が
。

と
こ
ろ
で
、
も
し
パ
ル
バ
ー
ス
さ
ん
が
こ
の
二
十
一
世
紀
の
日
本
で
は
な
く
、
明
治
時
代
、
大
正
時
代
に
来
日
さ
れ
て
日
本
語
を
習
得

さ
れ
た
ら
、
同
じ
よ
う
に
言
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
江
戸
時
代
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
時
代
、
平
安
時
代
に
来
日
さ
れ
て
い
た
ら
、「
日

本
語
は
や
さ
し
い
」
と
言
え
た
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
ノ
ー
」
だ
と
思
い
ま
す
。
古
代
語
は
動
詞
そ
の
他
の
活
用
形
が
非
常
に
複
雑

で
し
た
。
現
代
の
日
本
語
は
、
不
規
則
な
活
用
形
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
か
な
り
す
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昔

は
八
母
音
だ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
母
音
、
子
音
も
非
常
に
単
純
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
現
在
私
た
ち
が
な
に
げ
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
が
言
葉
の
仕
組
み
と
し
て
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ご
理

解
い
た
だ
い
た
う
え
で
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
明
治
、
大
正
の
近
代
語
が
現
代
の
言
葉
に
花
ひ
ら
い
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
話

題
に
移
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
当
時
は
、
言
語
と
し
て
の
自
然
な
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
な
力
も
多
く
は
た
ら
い
て
い
ま
し
た
。
年
配
の
方
々
は
そ
の

あ
た
り
を
よ
く
ご
存
知
だ
と
思
い
ま
す
。
明
治
の
初
め
に
、
国
語
学
者
の
上う
え

田だ

萬か
ず

年と
し（

ま
ん
ね
ん
と
も
言
う
）（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
）

が
、
国
家
の
言
語
、
国
家
語
と
い
う
意
味
で
「
国
語
」
と
い
う
言
葉
を
作
り
、
日
本
政
府
は
国
語
と
い
う
か
け
声
の
も
と
に
標
準
語
の
統

一
、
仮
名
遣
い
の
統
一
な
ど
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
海
外
の
植
民
地
に
日
本
語
を
押
し
つ
け
、
国
内
で
は
ア
イ
ヌ
語
を
排
斥

し
た
り
、
各
地
の
方
言
、
特
に
沖
縄
の
言
語
を
弾
圧
し
た
り
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
悲
惨
な
結
果
を
生
む
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
国
立
国
語
研
究
所
は
沖
縄
の
言
葉
も
ア
イ
ヌ
の
言
葉
も
専
門
家
を
置
い
て
大
切
に
研
究
し
て
い
ま
す
の
で
、

ど
う
か
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

さ
て
、
近
代
語
の
時
代
に
は
、
一
般
の
国
民
の
あ
い
だ
で
も
国
語
、
特
に
漢
字
の
多
さ
、
難
し
さ
が
日
本
の
近
代
化
、
民
主
化
を
妨

げ
る
と
い
う
意
見
、
意
識
が
高
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
漢
字
の
数
を
制
限
す
べ
し
と
い
う
意
見
や
、
漢
字
仮
名
を
廃
止

し
て
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て
は
ど
う
か
と
い
っ
た
意
見
が
出
て
き
ま
し
た
。
戦
後
す
ぐ
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
要
請
に
よ
っ
て
日
本
に
来
た
米
国
教

育
使
節
団
も
ロ
ー
マ
字
の
使
用
を
推
奨
し
ま
し
た
。

一
般
的
に
言
う
と
、
言
語
と
い
う
も
の
は
時
間
に
よ
っ
て
、
地
域
に
よ
っ
て
自
然
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
語
の

近
代
化
に
あ
た
っ
て
は
、
国
の
力
、
政
治
的
な
外
圧
に
よ
る
人
工
的
な
変
化
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
期
か
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ら
大
正
期
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
日
本
語
は
、
政
府
に
と
っ
て
も
国
民
に
と
っ
て
も
非
常
に
混
乱
し
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
混
乱
期

に
お
い
て
、
日
本
語
を
合
理
的
な
言
語
と
し
て
継
続
的
に
安
定
さ
せ
る
た
め
の
基
盤
作
り
に
寄
与
す
る
と
い
う
目
的
で
作
ら
れ
た
の
が
、

国
立
国
語
研
究
所
だ
っ
た
の
で
す
。
昭
和
二
十
三（
一
九
四
八
）
年
の
こ
と
で
す
。
今
日
の
こ
れ
か
ら
の
講
演
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が

で
き
る
前
の
戦
前
の
話
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
最
後
ま
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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本
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
題
目
で
あ
る
「
近
代
の
日
本
語
」
の
具
体
的
な
姿
に
関
す
る
お

話
は
、
こ
の
後
に
登
壇
さ
れ
る
先
生
方
に
お
任
せ
す
る
こ
と
と
し
て
、
私
は
、
本

日
の
露
払
い
的
な
役
割
と
し
て
、「
国
語
」
と
か
「
標
準
語
」
と
か
呼
ば
れ
る
近
代

の
規
範
的
・
標
準
的
な
「
日
本
語
」
が
制
定
さ
れ
て
い
く
動
き
と
、
そ
の
背
景
と
し

て
考
え
ら
れ
る
当
時
の
日
本
語
を
め
ぐ
る
諸
状
況
に
関
し
て
、
お
話
を
し
て
ま
い

り
ま
す
。

全
体
の
要
旨

最
初
に
、
全
体
の
要
旨
を
、
申
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
日
本
全
国
に
通
用
す
る
言
語
を
整
備
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
明
治
の

ご
く
早
い
時
期
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
国
家
の
言
語
と
し
て
の
「
国
語
」

「
標
準
語
」
の
制
定
を
求
め
る
動
き
が
具
体
化
・
本
格
化
す
る
の
は
、
世
紀
の
境
目

頃
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
な
る
と
い
う
流
れ
を
お
話
し
し
ま
す
。

次
に
、
そ
の
時
期
に
「
国
語
」「
標
準
語
」
が
求
め
ら
れ
た
背
景
に
は
、
全
体
的

な
国
運
の
伸
張
と
、
そ
れ
に
伴
う
国
家
体
制
の
整
備
の
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
触

れ
て
い
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
教
育
の
普
及
が
あ
り
ま
す
。
初
等
教
育
が
か
な

講 
演 
「
標
準
語
」制
定
を
求
め
た
時
代
の
動
き

清
水 

康
行
（
日
本
女
子
大
学
教
授
）

清水 康行
東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了、同博士課
程中退。
名古屋大学助教授等を経て、1996年より現職。
専門分野：日本語学、特に近代日本語史

り
の
程
度
普
及
し
た
の
に
伴
い
、
教
育
組
織
全
般

を
見
直
す
中
で
、
言
語
教
育
、
国
語
教
育
が
問
題

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
い
わ
ゆ
る
版

図
拡
大
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
領
土
が
広
く
な
っ

て
い
き
、
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
人
々
が
大
量

に
日
本
国
の
国
民
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
人
た
ち

へ
の
「
国
語
」
教
育
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
さ

ら
に
、
外
国
人
が
日
本
の
中
で
自
由
に
住
ん
だ
り

商
売
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

内
地
雑
居
の
時
代
を
迎
え
た
こ
と
に
よ
り
、
外
国

人
と
の
交
流
と
い
う
問
題
も
意
識
さ
れ
ま
す
。

続
い
て
、
そ
の
頃
に
活
動
し
た
国
立
機
関
で
あ

る
国
語
調
査
委
員
会
が
選
定
し
た
「
標
準
語
」
が
、

「
東
京
の
教
育
あ
る
人
々
の
言
葉
」、
す
な
わ
ち
、

地
域
と
し
て
の
「
東
京
」、
社
会
階
層
と
し
て
の

「
教
育
あ
る
人
々
」
が
用
い
る
言
語
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
は
す
で
に
常
識
化
し
て
い
た
見
方
を
、
具
体
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的
な
調
査
に
よ
っ
て
裏
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
「
国
語
」「
標
準
語
」
観
に
は
、
被
支
配
者
、
当

時
の
報
告
書
で
は
「
土
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
植
民
地
の
人
た
ち
の
民
族
言
語
へ

の
顧
慮
と
尊
敬
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
、
話
を
閉
じ
る
、
と

い
う
順
番
で
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
　
明
治
初
期
の「
通
語
」志
向

全
国
に
通
用
す
る
言
語
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
、
明
治
の
早
い
時
期
か

ら
見
ら
れ
ま
す
。

明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
、『
学
制
』
が
公
布
さ
れ
ま
す
。
序
文
に
当
た
る
「
学

事
奨
励
ニ
関
ス
ル
被
仰
出
書
」
で
の
「
邑
に
不
学
の
戸
な
く
、
家
に
不
学
の
人
な
か

図1　「学事奨励ニ関スル被仰出書」   
（国立国会図書館  蔵）

ら
し
め
ん
事
を
期
す
」
と
い
う
文
言
で
知
ら
れ
て
い
る
「
学
制
」
で
す
。

（
な
お
、
図
1
で
は
、「
邑
」
の
右
側
に
「
い
ふ（
ユ
ー
）」、
左
に
「
む
ら
」
と
い

う
よ
う
に
、
漢
字
の
左
右
に
振
り
仮
名
が
つ
く
、
両
ル
ビ
と
い
う
も
の
が
見
ら
れ

ま
す
。）

集
権
的
な
教
育
体
制
を
整
備
し
、
国
民
皆
学
を
目
指
し
た
こ
の
制
度
で
は
、
小

学
校
科
目
の
中
に
、「
会
話
科
」（「
こ
と
ば
づ
か
い
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
）
と
い

う
教
科
が
置
か
れ
ま
す
。
こ
れ
を
置
い
た
狙
い
に
つ
い
て
、
当
時
の
文
部
少
丞

（
今
で
い
う
本
省
の
課
長
ク
ラ
ス
に
あ
た
る
）
西に
し

潟か
た

訥と
つ（
一
八
三
八
〜
一
九
一
五
）

が
、
次
の
よ
う
に
「
説
諭
」
し
て
い
ま
す
。

我
日
本
ノ
国
タ
ル
東
西
僅
ニ
六
百
里
﹇
…
…
﹈
言
語
相
通
ゼ
ザ
ル
、
カ
ク
ノ

如
キ
モ
ノ
ハ
他
ナ
シ
。
従
前
会
話
ノ
学
ナ
キ
ガ
故
ナ
リ
。
方
今
吏
務
ヲ
奉
ズ

ル
モ
ノ
、
或
ハ
西
ヨ
リ
東
ニ
赴
キ
、
或
ハ
東
ヨ
リ
西
ニ
詣
リ
、
事
ヲ
訊
ヒ
訟

ヲ
聴
ク
ニ
、
言
語
通
ゼ
ザ
ル
ア
レ
バ
、
情
実
審
カ
ニ
シ
難
ク
、
猶
外
国
ニ
至

ル
ガ
如
シ
。
其
不
便
モ
亦
以
テ
知
ル
ベ
キ
ノ
ミ
。
故
ニ
辺
陬
僻
遠
ノ
小
学
ニ

在
テ
ハ
、
必
十
分
会
話
ノ
課
ヲ
授
ク
ル
ヲ
要
ス
ベ
シ
。﹇
…
…
﹈
遂
ニ
正
韻
通

語
ヲ
得
ル

（
ち
な
み
に
、
こ
の
「
言
語
相
通
ゼ
ザ
ル
」
の
「
言
語
」
と
い
う
言
葉
を
、
明
治
初
期

に
「
げ
ん
ぎ
ょ
」
と
読
ん
だ
の
か
、「
ご
ん
ご
」「
げ
ん
ご
」
と
読
ん
だ
の
か
は
、
面

倒
な
問
題
で
す
。
こ
れ
だ
け
で
三
〇
分
ほ
ど
か
か
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

う
い
っ
た
話
は
一
切
抜
き
に
し
ま
す
。）

余
談
を
言
え
ば
、
西
潟
は
、
も
う
三
〇
年
近
く
も
前
に
な
り
ま
す
が
、
井
上
ひ

さ
し
が
書
い
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ『
國
語
元
年
』（
一
九
八
五
年
放
送
）の
主

人
公
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
方
、
ド

ラ
マ
の
主
人
公
の
よ
う
な
悲
惨
な
結
末
と
は
な
ら
ず
、
そ
の
後
も
順
調
な
人
生
を
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送
り
ま
す
。

学
制
は
明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
出
ま
す
が
、
そ
れ
と
前
後
し
て
、「
廃
藩
置

県
」「
徴
兵
令
」「
地
租
改
正
」
が
矢
継
ぎ
早
に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
策

に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
半
ば
地
方
分
権
的
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制

を
否
定
し
、
中
央
集
権
的
な
行
政
を
目
指
す
、
と
い
う
明
治
政
府
の
志
向
で
す
。

学
制
も
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
中
央
集
権
的
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て

い
く
上
で
、
全
国
の
方
言
差
が
大
き
い
と
い
う
現
実
は
、
中
央
か
ら
地
方
に
派
遣

さ
れ
て
「
吏
務
ヲ
奉
ズ
ル
」
政
府
の
役
人
に
と
っ
て
「
不
便
」
で
あ
る
か
ら
、
標
準

的
な
言
語
を
教
育
に
よ
っ
て
普
及
し
た
い
、
と
い
う
の
が
、「
通
語
」
教
育
の
大
き

な
狙
い
で
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、「
会
話
」
科
用
の
教
科
書
な
ど
も
、
文
部
省
自
ら
の
手
に
よ
っ

て
編
纂
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
試
み
は
、
結
果
と
し
て
短
期
間
で
頓
挫
し
ま
す
。

そ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
理
由
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
当
時
、
学
校
教
育
は
文

章
を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
話
し
言
葉
の
教
育
な
ど
は
要
ら

な
い
、
と
い
う
学
界
・
教
育
界
の
無
理
解
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
後
に
東
京

帝
国
大
学
教
授
に
な
る
黒
川
真
頼
と
い
う
人
は
、「
小
学
教
授
書
に
つ
き
て
の
論
」

（
一
八
七
三
年
）の
中
で
、「
サ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
、
カ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
な
ど
い
ふ
詞
は

教
ふ
る
に
及
ば
ず
。
自
然
に
そ
の
土
に
な
ら
は
し
あ
り
て
、
聞
を
ぼ
へ
言
を
ぼ
ゆ
る

も
の
な
り
。
何
ぞ
こ
れ
を
普
通
に
教
ふ
べ
き
も
の
と
せ
む
」
と
批
判
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
、
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
不
足
も
あ
り
ま
し
た
。
学
制
で
は
、
全
国
を
八
大

区
（
後
に
七
大
区
）
に
分
け
、
各
大
区
に
三
二
中
区
、
各
中
区
に
二
一
○
小
区
を
置

き
、
各
区
に
大
学
校
、
中
学
校
、
小
学
校
を
設
け
る
と
い
う
大
変
な
シ
ス
テ
ム
を

計
画
し
て
い
た
の
で
す
が
、
実
際
に
設
立
さ
れ
た
大
学
は
、
や
っ
と
東
京
に
一
つ
、

そ
れ
も
旧
幕
府
の
諸
機
関
の
掻
き
集
め
で
し
た
し
、
小
学
校
の
多
く
は
、
寺
子
屋

等
を
転
用
し
た
も
の
で
し

た
。し

か
し
、
何
よ
り
も
、
こ

こ
で
教
え
た
か
っ
た
肝
心
の

「
通
語
」
の
中
身
に
つ
い
て
の

共
通
理
解
・
具
体
像
が
確
立

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、

大
き
な
原
因
で
し
た
。

（
こ
こ
で
、
ち
ょ
っ
と
寄

り
道
を
し
て
お
き
ま
す
。
西

潟
は
「
東
西
僅
ニ
六
百
里
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
東
西

二
千
キ
ロ
ほ
ど
し
か
な
い
小
さ
い
日
本
の
国
で
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
日

本
は
、
東
西
南
北
の
広
が
り
で
言
う
と
意
外
に
広
い
。
図
2
は
同
じ
縮
尺
で
日

本
地
図
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
図
に
か
ぶ
せ
た
も
の
で
す
が
、
我
々
の
知
っ
て
い
る
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
を
カ
バ
ー
す
る
く
ら
い
の
広
さ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
い

く
つ
も
の
島
に
分
か
れ
て
い
て
、
島
の
な
か
に
山
や
ら
川
や
ら
あ
り
ま
す
の
で
、

も
っ
と
多
様
な
言
語
に
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
そ

の
ほ
う
が
自
然
で
な
い
か
、
と
さ
え
思
え
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
日

本
語
が
日
本
列
島
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
そ
ん
な
に
古
く
な
い
か
ら
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
学
者
も
い
る
く
ら
い
で
す
。）

図2　日本とヨーロッパの広さの比較 
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二
　「
国
語
」「
標
準
語
」制
定
へ
の
具
体
的
な
動
き

さ
て
、
世
紀
の
境
目
近
く
、
明
治
二
○
年
代
後
半
以
降
に
な
る
と
、
国
家
の
言

語
と
し
て
の
「
国
語
」「
標
準
語
」
の
制
定
を
求
め
る
動
き
が
本
格
化
し
ま
す
。
そ

の
旗
振
り
役
が
、
上う
え

田だ

万か
ず

年と
し

で
す
。
た
だ
し
、
本
人
は
ロ
ー
マ
字
でM

annen

と

署
名
し
て
い
ま
す
の
で
、「
ま
ん
ね
ん
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
彼
が
明
治
二
七
（
一
八
九
四
）
年
に
行
っ
た
演
説
「
国
語
と
国
家
と
」
で
、

世
間
す
べ
て
の
人
は
、
華
族
を
見
て
帝
室
の
藩
屛
た
る
こ
と
を
知
る
。
し

か
も
日
本
語
が
帝
室
の
忠
臣
、
国
民
の
慈
母
た
る
事
に
い
た
り
て
は
、
知
る

者
却
り
て
稀
な
り
。﹇
…
…
﹈
或
は
い
は
ん
、
国
語
に
対
す
る
手
入
れ
は
充

分
な
さ
れ
居
ら
ず
や
と
、
予
は
こ
の
答
に
向
ひ
て
否
と
の
早
答
を
与
ふ
る

﹇
…
…
﹈
国
家
の
な
す
べ
き
所
を
実
行
し
、
其
尊
厳
を
維
持
す
べ
き
は
、
国
家

の
義
務
な
れ
ば
な
り
。

と
、
主
張
を
し
ま
す
。

上
田
は
、
帝
大
を
卒
業
後
、
明
治
二
四
〜
二
七
（
一
八
九
一
〜
九
四
）
年
、
当
時

の
言
語
学
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
、
帰
国
後
す
ぐ

に
帝
大
教
授
と
な
り
ま
す
。
彼
は
、「
国
語
と
国
家
と
」
に
続
け
て
、「
国
語
研
究

に
就
き
て
」「
標
準
語
に
就
き
て
」
を
次
々
に
発
表
し
、
そ
れ
ら
を
『
国
語
の
た
め
』

と
い
う
本
に
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。
東
京
帝
国
大
学
に
国
語
研
究
室
を
創
設
し
て

国
語
の
研
究
教
育
指
導
に
当
た
る
と
と
も
に
、
文
部
省
の
専
門
学
務
局
長
を
兼
任

し
ま
す
。
さ
ら
に
、
後
に
で
き
る
国
語
調
査
委
員
会
の
主
事
か
つ
主
査
委
員
に
も

就
任
し
、
国
語
に
関
す
る
研
究
と
施
策
と
を
主
導
す
る
存
在
に
な
り
ま
す
。

図
3
上
は
、
三
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
上
田
の
肖
像
写
真
で
す
。
図
3
下
は
、『
国
語

の
た
め
』
の
扉
で
す
（「
国
語
は
帝
室
の
藩
屏
な
り
」
の
「
藩
屏
」
は
、「
囲
い
」「
守

り
」
と
い
う
意
味
で
す
）。

こ
の
頃
、
一
般
に
も
、「
国
語
改
良
」「
国
語
統
一
」
と
い
っ
た
考
え
が
打
ち
出
さ

れ
、
国
会
建
議
（
議
院
か
ら
政
府
に
対
し
て
の
要
望
）
も
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ

の
一
つ
、
加
藤
弘
之
（
一
八
三
六
〜
一
九
一
六
）
ら
が
提
案
し
た
「
国
字
国
語
国
文

ノ
改
良
ニ
関
ス
ル
建
議
」（
明
治
三
三（
一
九
○
○
）
年　

貴
族
院
で
修
正
可
決
）
で

は
、
日
本
語
で
の
文
字
と
語
彙
と
文
章
と
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
る
の
で
、
学
童

児
童
は
こ
の
言
語
文
字
の
学
習
の
た
め
に
学
校
生
涯
の
大
半
を
無
駄
遣
い
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
で
は
世
界
で
の
競
争
に
つ
い
て
い
け
な
い
の
で
、「
国
字
国
語
国
文
ノ

改
良
」
は
国
家
の
事
業
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
政
府
は
そ
れ
を
や
り
な

さ
い
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
受
け
て
、「
文
部
大
臣
ノ
監
督
ニ
属
シ
国
語
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
調
査
」
す

る
た
め
の
専
門
機
関
で
あ
る
「
国
語
調
査
委
員
会
」
が
発
足
し
ま
す
。
明
治
三
五

（
一
九
〇
二
）
年
三
月
の
こ
と
で
す
。
委
員
長
は
、
さ
き
ほ
ど
の
改
良
建
議
を
出

し
た
加
藤
弘
之
。
長
く
東
大
総
長
を
務
め
た
人
物
で
す
。
委
員
の
中
に
は
、
嘉

納
治
五
郎
（
一
八
六
〇
〜
一
九
三
八
）
が
い
て
、
こ
う
い
う
と
き
は
文
化
人
が
選

ば
れ
る
の
か
と
思
わ
れ
ま
し
ょ
う
が
、
彼
は
、
講
道
館
柔
道
と
並
ん
で
、
学
校
教

育
、
特
に
英
語
教
育
に
も
尽
力
し
、
当
時
は
東
京
高
等
師
範
の
校
長
を
務
め
て
い

図3　上：30歳頃の上田
万年、下：『国語のため』扉 
（国立国会図書館  蔵）
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ま
し
た
。
さ
ら
に
、
哲
学
者
の
井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
〜
一
九
四
四
）、
上
田
の

盟
友
で
あ
っ
た
文
部
官
僚
の
澤
柳
政
太
郎
（
一
八
六
五
〜
一
九
二
七
）
ら
が
当
初

委
員
で
、
上
田
も
、
事
務
を
束
ね
る
主
事
と
研
究
上
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
主
査
委
員

を
兼
ね
て
入
っ
て
い
ま
す
。
国
語
辞
書
『
言
海
』
で
有
名
な
大
槻
文
彦
（
一
八
四
七

〜
一
九
二
八
）
が
、
上
田
と
並
ん
で
主
査
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
に
、
芳
賀
矢
一

（
一
八
六
七
〜
一
九
二
七
）、
金
沢
庄
三
郎
（
一
八
七
二
〜
一
九
六
七
）、
藤
岡
勝
二

（
一
八
七
二
〜
一
九
三
五
）
ら
が
加
わ
り
ま
す
。

図
4
は
、
国
語
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
い
た
も
の
で
す
が
、
中
央
に

座
る
の
が
大
槻
、
そ
の
向
か
っ
て
右
隣
で
頬
杖
を
つ
い
て
い
る
の
が
上
田
で
す
。

上
田
の
隣
に
は
後
に
『
広
辞
苑
』
で
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
新
村
出
（
一
八
七
六
〜

一
九
六
七
）、
右
端
に
は
長
く
国

語
施
策
に
関
わ
っ
て
い
く
保
科
孝

一（
一
八
七
二
〜
一
九
五
五
）
が

座
っ
て
い
ま
す
。
新
村
も
保
科
も

上
田
の
教
え
子
で
、
新
村
は
未
だ

二
〇
代
後
半
、
保
科
は
三
〇
代
に

な
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
し
ょ
う
。

三
　「
国
語
」「
標
準
語
」

　
　
制
定
の
背
景

こ
う
し
て
「
国
語
」「
標
準
語
」

制
定
へ
の
動
き
が
強
ま
る
世
紀
の

境
目
の
頃
は
、
全
体
的
な
国
運
の

伸
張
と
国
家
体
制
の
整
備
の
時
期
で
も

あ
り
、
そ
れ
が
、
新
た
な
「
国
語
」「
標

準
語
」
を
求
め
る
時
代
的
な
背
景
と
も

な
り
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
教
育
の
普
及
に
よ
る
教
育

組
織
全
般
の
見
直
し
と
い
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
図
5
は
就
学
率
の
推
移
を

表
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
正
確
な
人
口

は
、
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
る
一
九
二
〇

年
以
降
で
な
い
と
わ
か
ら
ず
、
そ
れ

以
前
は
あ
る
種
の
つ
か
み
勘
定
で
す
か

ら
、
何
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
っ
て
も
ど
こ

ま
で
信
用
で
き
る
か
問
題
で
す
が
、
学

制
が
行
わ
れ
て
当
分
の
あ
い
だ
は
、
就

学
率
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
推
移

し
ま
す
。
当
時
の
世
界
と
し
て
は
か

な
り
高
い
就
学
率
で
す
が
、
国
民
皆
学
に
は
ほ
ど
遠
い
状
態
で
し
た
。
し
か
し
、

一
八
九
〇
年
代
、
す
な
わ
ち
明
治
二
〇
年
代
半
ば
か
ら
急
速
に
伸
び
、
九
〇
パ
ー

セ
ン
ト
台
に
迫
っ
て
い
き
ま
す
。

国
民
皆
学
の
実
現
を
に
ら
ん
で
、
明
治
三
三（
一
九
〇
〇
）
年
、
小
学
校
の
基

本
法
規
で
あ
る
『
小
学
校
令
』
が
改
定
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
伴
う
『
小
学
校
令
施
行

規
則
』
で
は
、
そ
れ
ま
で
「
読
み
方
」
と
か
「
綴
り
方
」
と
か
に
分
か
れ
て
い
た
諸

科
目
が
、「
国
語
」
科
と
い
う
名
称
で
初
め
て
統
一
さ
れ
ま
す
。
こ
の『
施
行
規
則
』
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で
は
、
小
学
校
で
教
え
る
べ
き
漢
字
の
制
限
、
字
音
仮
名
遣
（
漢
語
に
関
す
る
仮

名
遣
）
で
の
表
音
式
仮
名
遣
の
採
用
、
仮
名
字
体
の
一
本
化
（
変
体
仮
名
の
廃
止
）

と
い
う
、
国
語
教
育
・
国
語
施
策
史
上
、
き
わ
め
て
重
要
で
画
期
的
な
方
針
も
示

さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
四
年
後
の
明
治
三
七
（
一
九
〇
四
）
年
か
ら
は
、
そ
れ
ま
で
の
検
定
教

科
書
に
代
わ
り
、
文
部
省
が
自
ら
編
纂
し
た
『
尋
常
小
学
読
本
』
を
全
国
の
小
学

校
で
一
律
に
使
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ

の
国
定
読
本
で
用
い
ら
れ
る
語
彙
・
語
法

は
、
そ
の
後
の
「
国
語
」「
標
準
語
」
に
決

定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
と
な
る

の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
版
図
拡
大
に
よ
っ
て
、
日

本
語
を
母
語
と
し
な
い
多
く
の
人
々
が

日
本
国
民
と
な
り
、
彼
ら
に
対
す
る
「
国

語
」
教
育
の
必
要
が
増
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
図
6
の
グ
ラ
フ
で
、「
内
地
人
口
」

と
「
総
人
口
」
の
差
に
あ
た
る
部
分
が
、

版
図
拡
大
に
よ
り
、
新
た
な
日
本
国
民
に

な
っ
た
台
湾
・
朝
鮮
の
人
々
の
数
に
、
ほ

ぼ
相
当
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
日

本
語
で
は
な
い
言
語
を
、
自
分
の
母
語
と

し
て
持
っ
て
い
た
人
た
ち
で
す
。

明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
、
日
清

戦
争
の
結
果
、
台
湾
が
日
本
領
に
な
り

ま
す
。
す
ぐ
に
国
語
教
育
が
重
要
な
課
題
と
さ
れ
、
日
本
語
を
勉
強
す
る
た
め

の
日
本
語
伝
習
所
（
後
に
国
語
伝
習
所
）
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
少
し
後
の
大
正
八

（
一
九
一
九
）
年
に
発
布
さ
れ
た
『
台
湾
公
学
校
令
』
で
も
、「
徳
教
ヲ
施
シ
実
学
ヲ

授
ケ
、
以
テ
国
民
的
性
格
ヲ
養
成
シ
、
同
時
ニ
国
語
ニ
精
通
セ
シ
ム
」
こ
と
を
、

教
育
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
を
経
て
、
朝
鮮
半
島
へ
の
影
響
力
を
強
め
、
遂

に
は
、
明
治
四
三（
一
九
一
〇
）
年
、
日
韓
併
合
が
行
わ
れ
ま
す
。
初
代
・
朝
鮮
総

督
の
寺
内
正
毅
に
よ
る
「
諭
告
」（
一
九
一
一
年
）
で
は
、「
国
語
ノ
普
及
奨
励
ハ
朝

鮮
教
育
令
ノ
眼
目
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
少
し
後
と
な
り
ま
す
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
正
一
一

（
一
九
二
二
）
年
以
降
、
南
洋
諸
島
を
委
任
統
治
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
現
在
で
は
あ
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
内
地
雑

居
の
問
題
も
、
当
時
の
人
々
に
は
深
刻
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
い
わ
ゆ

る
「
開
国
」
後
も
、
徳
川
幕
府
は
外
国
人
に
対
す
る
居
留
制
限
を
続
け
、
明
治
政

府
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
治
外
法
権
の
撤
廃
と
引
き
換
え

に
内
地
雑
居
を
認
め
る
『
日
英
通
商
航
海
条
約
』
が
締
結
さ
れ
（
一
八
九
四
年
）、

五
年
後
の
明
治
三
二（
一
八
九
九
）
年
に
発
効
す
る
と
同
時
に
、
外
国
人
が
日
本
国

内
で
自
由
に
居
住
・
旅
行
す
る
こ
と
が
制
度
的
に
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
活
発
化
さ
れ
る
外
国
人
と
の
交
流
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
言
語
を
用
い

る
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
時
期
の
無
視
で
き
な
い
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で

す
。ま

た
も
上
田
を
登
場
さ
せ
れ
ば
、
彼
は
、「
内
地
雑
居
後
に
於
け
る
語
学
問
題
」

（
一
九
〇
〇
年
）
と
い
う
論
文
の
中
で
、
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
一
日
も

早
く
東
京
語
を
標
準
語
と
せ
よ
、
と
の
主
張
を
繰
り
返
す
の
と
同
時
に
、「
国
語
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を
重
ん
ず
る
と
共
に
外
国
語
を
奨
励
す
べ
き
」
と
い
う
議
論
も
行
っ
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
外
国
語
を
も
っ
と
勉
強
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
　
国
語
調
査
委
員
会
が
示
し
た「
標
準
」

さ
て
、
明
治
三
五（
一
九
○
二
）
年
四
月
に
発
足
し
た
国
語
調
査
委
員
会
は
、
早

く
も
同
年
七
月
初
め
に
は
「
国
語
調
査
委
員
会
決
議
事
項
」
を
発
表
し
、「
文
字
ハ

音
韻
文
字
（「
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム
」）
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
仮
名
羅
馬
字
等
ノ
得
失
ヲ

調
査
ス
ル
コ
ト
／
文
章
ハ
言
文
一
致
体
ヲ
採
用
ス
ル
コ
ト
ヽ
ト
シ
是
ニ
関
ス
ル
調

査
ヲ
為
ス
コ
ト
／
国
語
ノ
音
韻
組
織
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
／
方
言
ヲ
調
査
シ
テ
標
準

語
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
」
の
四
件
を
、「
向
後
調
査
ス
ベ
キ
主
要
ナ
ル
事
業
」
だ
と
宣

言
し
ま
す
。

（
こ
れ
に
続
け
て
、「
普
通
教
育
ニ
於
ケ
ル
目
下
ノ
急
」
に
応
ず
る
た
め
、「
漢
字

節
減
／
現
行
普
通
文
体
ノ
整
理
／
書
簡
文
其
他
日
常
慣
用
ス
ル
特
殊
ノ
文
体
／
国

語
仮
名
遣
／
字
音
仮
名
遣
／
外
国
語
ノ
写
シ
方
」
に
つ
い
て
も
、
別
に
調
査
す
る

と
付
け
加
え
て
い
ま
す
。）

音
韻
文
字
の
採
用
（
す
な
わ
ち
漢
字
の
廃
止
）
と
い
い
、
言
文
一
致
体
の
採
用

（
漢
文
訓
読
調
や
候
文
を
捨
て
る
）
と
い
い
、
国
語
国
字
問
題
の
根
幹
に
関
わ
る
革

新
的
な
基
本
方
針
を
、
活
動
開
始
早
々
に
決
定
で
き
た
の
は
、
こ
の
委
員
会
が
初

め
か
ら
そ
う
し
た
考
え
を
持
つ
人
々
を
中
心
に
組
織
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
事
実
、
委
員
長
と
な
っ
た
加
藤
弘
之
は
「
国
字
国
語
国
文
ノ
改
良
」

建
議
の
発
議
者
で
し
た
し
、
主
事
・
主
査
委
員
の
上
田
万
年
、
主
査
委
員
の
大
槻

文
彦
を
は
じ
め
、
委
員
の
多
く
が
国
語
改
良
論
者
で
し
た
。

国
語
調
査
委
員
会
は
、
基
本
方
針
に
掲
げ
た
通
り
、
日
本
語
の
音
韻
組
織
や
方

言
を
調
査
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
標
準
語
を
選
定
す
る
こ
と
を
主
目
標
に
、
世
界

的
に
見
て
も
先
駆
的
な
全
国
方
言
調
査
を
展
開
し
ま
す
。
加
え
て
、
日
本
語
の
歴

史
に
関
す
る
記
述
的
な
調
査
も
推
進
し
、
そ
の
後
の
日
本
語
研
究
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
一
〇
年
ほ
ど
活
動
し
た
後
の
大
正
二（
一
九
一
三
）
年
、
行
政
整
理
の

あ
お
り
を
受
け
、
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
先
の
四
つ
の
目
標
を

完
遂
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
廃
止
後
に
出
さ
れ
た
『
口
語
法
』『
口
語

法
別
記
』（
大
正
五
、六
（
一
九
一
六
、一
七
）
年
）
が
、
結
果
と
し
て
、
こ
の
委
員
会

が
「
標
準
語
」
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
示
す
最
終
報
告
と
な
り
ま
し
た
。

『
口
語
法
』
冒
頭
の
「
例
言
」
に
は
、「
主
ト
シ
テ
今
日
東
京
ニ
於
テ
専
ラ
教
育
ア

ル
人
々
ノ
間
ニ
行
ハ
ル
ヽ
口
語
ヲ
標
準
ト
シ
テ
案
定
シ
」
と
あ
り
、「
東
京
」
と
い

う
地
域
の
、「
教
育
あ
る
人
々
」
と
い
う
社
会
階
層
の
言
葉
を
「
標
準
」
と
す
る
立

場
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
参
考
資
料
と
し
て
書
か
れ
た
『
別
記
』
の
「
端
書
」
で
は
、
も
っ
と
露
骨
な

表
現
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
国
各
地
の
方
言
の
う
ち
、「
辺
鄙
の
方
言
わ
、
採
る

こ
と
わ
出
来
ぬ
か
ら
、
東
京
方
言
か
京
都
方
言
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
候
補
は

最
初
か
ら
東
京
か
京
都
だ
け
だ
と
し
た
上
で
、「
東
京
わ
、
今
わ
、
皇
居
も
あ
り
、

政
府
も
あ
る
所
で
、
全
国
中
の
者
が
、
追
々
、
東
京
言
葉
を
真
似
て
つ
か
う
よ
う

に
な
つ
て
来
て
居
る
か
ら
、
東
京
言
葉
を
、
日
本
国
中
の
口
語
の
目
当
と
す
る
が

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
ら
何
を

今
さ
ら
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
ま
だ
京
都
の
言
葉
の
ほ
う
が
よ
い

言
葉
だ
と
い
う
意
識
が
、
委
員
自
身
や
国
民
の
中
に
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
と
あ
え

て
東
京
の
言
葉
と
ぶ
つ
け
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
京
の
言
葉
を
勝
利
さ
せ
よ

う
と
い
う
狙
い
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
東
京
言
葉
と
云
つ
て
も
、
賎
し
い
者
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に
わ
、
訛
が
多
い
か
ら
、
そ
れ
わ
採
ら
れ
ぬ
」
と
続
き
ま
す
。

（
図
7
を
見
て
お
気
づ
き
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
助
詞
の
「
○
○
は
」
を
「
わ
」
と

書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
国
語
調
査
委
員
会
が
や
り
た
か
っ
た
仮
名
遣
で
す
。

よ
り
表
音
的
な
仮
名
遣
と
し
て
、
こ
う
い
う
も
の
を
本
当
は
や
り
た
か
っ
た
の
で
、

そ
れ
で
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。）

東
京
の
言
葉
を
標
準
語
の
基
準
と
す
る
考
え
方
は
、
国
語
調
査
委
員
会
独
自
の

も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
標
準
語
論
者
が
多
く
採
っ
て
い
た
立
場
で
す
。
上
田
万

年
の
「
標
準
語
に
就
き
て
」（
一
八
九
五
年
）
で
も
、「
東
京
語
が
他
日
其
名
誉
を
享

有
す
べ
き
資
格
を
供
ふ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
第
一
期
の『
尋
常
小
学
読

本
編
纂
趣
意
書
』
に
は
、「
用
語
ハ
主
ト
シ
テ
東
京
ノ
中
流
社
会
二
行
ハ
ル
ル
モ
ノ図７　『口語法別記』端書（国立国会図書館  蔵）

ヲ
取
り
、
カ
ク
テ
国
語
ノ
標
準
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
其
統
一
ヲ
図
ル
ヲ
」
と
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
に
出
た
第
二
期
の
趣
意
書
で
も
、「
口
語
ハ
略

東
京
語
ヲ
以
テ
標
準
語
ト
セ
リ
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
語
調
査
委
員
会
『
口
語

法
』『
口
語
法
別
記
』
の
独
創
的
な
価
値
は
、
そ
う
し
た
既
に
常
識
化
し
て
い
た
標

準
語
観
や
提
示
さ
れ
る
語
法
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
よ
り
説
得
的
に
す
る
た

め
、
全
国
の
具
体
的
な
方
言
を
実
際
に
調
査
し
て
、
こ
の
よ
う
な
東
西
対
立
の
分

布
が
あ
る
と
か
、
古
い
文
献
を
実
際
に
調
査
を
し
て
、
こ
の
言
い
方
は
歴
史
的
な

背
景
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

な
お
、
国
語
調
査
委
員
会
が
示
し
た
国
語
改
良
へ
の
志
向
は
、
そ
の
後
も
、
臨

時
国
語
調
査
会
（
大
正
一
○
（
一
九
二
一
）
年
発
足
）
や
国
語
審
議
会
（
昭
和
九

（
一
九
三
四
）
年
発
足
）
に
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
昭
和
二
一（
一
九
四
六
）
年
の
国
語
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
の
内
閣
告
示

「
当
用
漢
字
」「
現
代
か
な
づ
か
い
」
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
新
字
・
新
か
な

は
、
戦
後
、
唐
突
に
考
え
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

五
　「
国
語
」「
標
準
語
」に
欠
落
し
た
視
点

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
視
点
か
ら
指
摘
を
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

明
治
維
新
以
降
の
近
代
日
本
の
歴
史
は
、
日
本
語
以
外
の
民
族
言
語
を
持
つ

人
々
と
彼
ら
の
暮
ら
す
地
域
と
を
、
日
本
の
中
に
組
み
入
れ
て
い
く
歴
史
で
し
た
。

そ
れ
は
同
時
に
、
彼
ら
の
民
族
語
を
否
定
し
て
、「
国
語
」
に
よ
る
教
化
が
展
開
さ

れ
て
い
っ
た
歴
史
で
も
あ
り
ま
し
た
。

北
の
蝦
夷
地
は
、
明
治
維
新
の
直
後
に
北
海
道
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
こ
に
住
ん
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「
台
湾
朝
鮮
が
、
御
国
の
内
に
入
つ
て
、
其
土
人
を
御
国
の
人
に
化
す
る
よ
う

に
す
る
に
わ
、
御
国
の
口
語
を
教
え
込
む
の
が
一
番
で
あ
る
。
そ
れ
に
就
い
て
も
、

口
語
に
、
一
定
の
規
則
が
立
つ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
口
語
法
わ
、
実
に
、
今
の

世
に
、
必
用
な
も
の
で
あ
る
」。

こ
こ
に
は
、
被
支
配
者
（「
土
人
」）
達
の
民
族
言
語
に
対
す
る
顧
慮
と
尊
敬
の
念

が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
を
擁
護
し
て
言
え
ば
、
現
在
の
我
々
が
研
究
費
を
取
ろ
う
と
思
う
と
「
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
今
日
こ
そ
、
日
本
語
の
歴
史
を
研
究
す
る
の
が
大
事
だ
」
な
ん
て
、

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
書
い
た
り
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
側
面
が
あ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
を
記
し
た
大
槻
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
も
同
種
な
こ

と
を
書
い
て
い
ま
す
の
で
、
や
や
本
気
で
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
言
わ
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
あ
る
種
の
問
題
を
積
み
残

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
私
の
お
話
は
こ
こ
ま
で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

で
い
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
ら
先
住
民
族
は
「
旧
土
人
」
と
さ
れ
、
保
護
政
策
の
対
象
と

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
子
弟
に
は
「
国
語
」
に
よ
る
学
校
教
育
が
授
け
ら

れ
、
彼
ら
の
民
族
言
語
が
教
室
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
南
の
琉
球
は
、
一
連
の
琉
球
処
分
の
結
果
、
琉
球
王
朝
が
廃
さ
れ
、
沖
縄
県

と
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
他
の
地
域
に
先
ん
じ
て
、「
東
京
の
言
葉
」
に
よ
る
言

語
教
育
が
試
み
ら
れ
（『
沖
縄
対
話
』、
明
治
一
三（
一
八
八
〇
）
年
。
図
8
）、
そ

の
後
も
、「
方
言
札
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
方
言
否
定
を
伴
う
強
力
な
標
準
語

教
育
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
す
で
に
触
れ
た
通
り
、
台
湾
・
朝
鮮
で
も
、

「
国
語
」
化
が
推
進
さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
、
教
育
現
場
等
で
の
、
現
地
言
語
に
対
す

る
施
策
に
は
揺
れ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
る
時
期
も
あ
り
ま

す
）。先

に
取
り
上
げ
た
『
口
語
法
別
記
』
端
書
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
言
で
、
し
め

く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

図８　『沖縄対話』（国立国会図書館  蔵）
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す
わ
」
の
「
わ
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
日
本
語
の
歴

史
と
い
う
立
場
で
検
証
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
「
わ
」
は
、
今
の
ア
ニ
メ
や
吹
き

替
え
で
、
ど
こ
の
国
の
人
で
も
女
性
が
出
て
き

た
会
話
文
末
に
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
、
つ
ま

り
こ
の
人
が
女
性
だ
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
マ
ー

カ
ー
の
よ
う
な
「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
で

に
マ
ー
カ
ー
と
化
し
た
文
末
の
「
わ
」
を
ご
覧
に

な
っ
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
の
方
々
は
、
男
性
が

創
っ
た
女
性
像
に
合
う
こ
と
ば
を
使
わ
さ
れ
て

い
る
と
、
ス
パ
っ
と
論
じ
き
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
日
本
語
の
歴
史
を
、
ま
さ
に
現
場
の
警
察
官

の
聞
き
込
み
同
様
、
い
ろ
い
ろ
と
資
料
を
調
べ
て

お
り
ま
す
と
、
女
性
が
「
わ
」
を
獲
得
す
る
ま
で

は
大
変
な
の
で
す
。
よ
う
や
く
獲
得
し
た
こ
と
ば

を
、
美
禰
子
や
お
延
は
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ

の
当
時
、
非
常
に
斬
新
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
し

は
じ
め
に

清
水
先
生
の
お
話
が
非
常
に
す
っ
き
り
と
み
な
さ
ま
の
頭
に
は
い
っ
て
い
っ
た

と
こ
ろ
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
幕
末
に
ま
で
頭
を
戻
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

維
新
後
の
東
京
市
の
市
民
の
こ
と
ば
と
、
そ
れ
に
先
ん
ず
る
江
戸
の
活
気
が
あ
る

町ま
ち

方か
た

、
町
人
た
ち
の
こ
と
ば
か
ら
は
い
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
の
歴
史
を
な
が
め
ま
す
と
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
と
ば
は
時

代
を
創
り
、
ま
た
、
時
代
が
こ
と
ば
を
創
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
の
時
代
を
と
っ
て

も
日
本
語
が
大
き
く
変
化
し
た
と
き
は
、
歴
史
が
動
い
て
お
り
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
近
代
日
本
語
の
場
合
は
、
社
会
体
制
上
、

女
性
が
初
め
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
明
治
だ
か
ら
〝
新
し
い
女
〞（〝
新
し
い
男
〞

と
言
わ
れ
な
い
の
は
男
は
ず
っ
と
中
心
を
占
め
て
き
た
か
ら
）
と
言
わ
れ
る
の
で

し
ょ
う
が
、
明
治
近
代
国
家
を
支
え
る
男
性
た
る
主
人
公
を
描
い
て
い
る
夏
目
漱

石
の『
三
四
郎
』（
一
九
〇
八
年
）
の
三
四
郎
、『
明
暗
』（
一
九
一
六
年
）
の
津
田
と

互
角
に
対
峙
す
る
（
会
話
を
繰
り
広
げ
る
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
）
ヒ
ロ
イ

ン
の
美
禰
子
や
お
延
を
「
新
し
い
女
」
と
み
な
し
、
彼
女
た
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い

（
物
言
い
）
が
い
か
に
し
て
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
、
文
末
の
「
〜
だ
わ
」「
〜
で

小林 千草
東京教育大学大学院文学研究科修士課程修了。博士（文
学）。新村出賞受賞。
東海大学教授を経て、2012年より現職。
表現論の実践として、千 草子のペンネームで作家活動も
行う。
専門分野：日本語学（中世を基盤とする日本語の歴史・
女ことば・表現論）

講 

演 
「
新
し
い
女
」の
誕
生
と
こ
と
ば

小
林 

千
草
（
東
海
大
学
特
任
教
授
）



14

か
に
、
男
の
人
も
、
新
し
い
女
性
で
「
わ
」
を
使
っ
て
は
っ
き
り
自
分
の
物
言
い
が

で
き
る
の
を
「
素
敵
だ
な
ぁ
」
と
思
っ
た
、
素
敵
だ
と
思
っ
て
く
れ
た
か
ら
、
ど
ん

ど
ん
使
う
し
、
そ
の
下
の
若
い
方
々
も
真
似
て
い
き
ま
し
た
。
若
い
方
は
現
代
の

若
者
、
若
い
お
嬢
さ
ん
た
ち
と
同
じ
で
す
。「
い
や
だ
わ
、
よ
く
っ
て
よ
」
な
ど
、

「
わ
」
を
他
の
表
現
と
組
み
合
わ
せ
て
、
当
時
の
年
配
の
男
性
方
に
「
な
ん
と
い
う

こ
と
ば
づ
か
い
だ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
も
創
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
ど

ん
ど
ん
使
用
の
広
が
る
一
歩
手
前
の
「
わ
」
に
つ
い
て
、
今
日
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
試
み
の
な
か
で
、「
近
代
の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き
た
」
と
い
う

多
面
性
を
持
つ
タ
イ
ト
ル
の
一
面
に
つ
い
て
、
結
果
論
で
は
な
く
プ
ロ
セ
ス
を
描

き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

一
　
江
戸
後
期
〜
幕
末
期
の
女
こ
と
ば
　

　
　
そ
の
一
：『
浮
世
風
呂
』よ
り

明
治
期
の
新
し
い
女
に
直
接
つ
な
が
る
の
は
、
江
戸
市
民
で
も
知
識
層
で
あ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
見
て
い
き
ま
す
。
当
時
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
、
ビ
デ
オ
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る
だ
け
会
話
を
忠
実
に
復
元
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
浮

世
風
呂
』（
一
八
〇
九
〜
一
三
年
）
か
ら
拾
っ
て
い
き
ま
す
。『
浮
世
風
呂
』
で
、
か

も
子
さ
ん
と
け
り
子
さ
ん
の
よ
う
に
『
万
葉
集
』
を
読
む
よ
う
な
ち
ょ
っ
と
知
識
が

高
い
方
々
は
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
す
。

け
り
子
「
ハ
イ
、
見
ま
し
た
。
中
々
手
際
な
事
で
ご
ざ
り
ま
す
。
し
か
し
疑
わ

し
い
事
は
、
あ
の
頃
に
は
ま
だ
ひ
ら
け
ぬ
古
言
な
ど
が
今
の
如
ひ
ら
け
て
、
つ
か

ひ
ざ
ま
に
誤
の
な
い
所
を
見
ま
し
て
は
、
校
合
者
の
添
削
な
ど
も
少
し
は
有
た
か

と
存
ぜ
ら
れ
ま
す
よ
」

か
も
子
「
何
に
い
た
せ
、
女
子
で
あ
の
位

な
文
者
は
珍
ら
し
う
ご
ざ
り
ま
す
。
先
日
も

外
で
消
息
文
を
見
ま
し
た
が
、
い
に
し
へ
ぶ

り
の
か
き
ざ
ま
は
、
手
に
入
っ
た
物
で
ご
ざ

り
ま
す
」

け
り
子
「
さ
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
。
何
ぞ

著
述
が
あ
っ
た
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
ネ
」（
三

編
下
）

「
ま
す
よ
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
ご
ざ
り
ま
す
」
は
江
戸
的
で
す
。
そ
し
て
、

終
助
詞
「
よ
」「
ネ
」
な
ど
持
ち
か
け
の
こ
と

ば
が
目
立
ち
ま
す
が
、「
わ
」
は
使
わ
れ
て
お

り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
、
な
ん
と
言
う
ん
で

し
ょ
う
か
、
け
り
子
・
か
も
子
よ
り
知
的
会

話
を
抜
く
と
、
中
流
階
級
の
日
常
会
話
と
し

て
次
の
よ
う
な
も
の
が
耳
に
は
い
り
ま
す
。

▲「
さ
よ
う
さ
。
今
年
は
余
寒
が
強
う
ご
ざ
い
ま
し
て
、
あ
の
ま
ア
雪
を
御
覧

じ
ま
し
な
」

●
「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
雪
の
所
為
か
し
て
兎
角
病
人
が
多
う
ご
ざ
い
ま

す
よ
」

▲「
さ
や
う
さ
。
い
つ
も
寒
明
に
は
ち
つ
と
づ
ゝ
病
ひ
勝
で
ご
ざ
い
ま
す
。
シ

タ
ガ
お
ま
へ
さ
ん
は
い
つ
も
御
丈
夫
で
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

●
「
イ
ヱ
モ
ウ
、
是
で
も
病
身
で
ご
ざ
い
ま
す
が
ネ
、（
略
）
至
極
達
者
に
な
り

ま
し
た
」
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▲「
ハ
イ
、
そ
れ
は
お
仕
合
せ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
の
延
寿
丹
は
（
略
）
名
高
い

薬
で
ご
ざ
い
ま
す
の
さ
。
あ
れ
は
一
丁
目
で
ご
ざ
い
ま
し
た
っ
け
。
私
も
暑
寒
に

は
た
べ
ま
す
の
さ
」（
三
編
上
）

こ
こ
で
▲
は
、
六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま
、
●
は
、
そ
れ
よ
り
年
下
の
品
の
良
い

奥
様
で
す
。

六
十
が
〝
ば
あ
さ
ま
〞
だ
っ
た
ら
私
は
何
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、

六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま
と
、
そ
れ
よ
り
年
下
の
品
の
良
い
奥
様
の
会
話
で
す
。

江
戸
こ
と
ば
と
し
て
、
男
女
と
も
特
徴
的
な
「
さ
」
を
用
い
て
い
る
の
が
目
立
ち

ま
す
。
明
治
、
大
正
、
昭
和
も
そ
の
使
用
が
耳
に
立
つ
く
ら
い
す
ご
か
っ
た
。
そ

れ
で
、「
さ
」
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
小
・
中
学
校
教
育
活
動
（
ネ
・
サ
・
ヨ
運
動
）

が
な
さ
れ
た
く
ら
い
で
す
。

「
ま
す
」「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
敬
語
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
け
り
子
・

か
も
子
と
同
じ
で
す（
た
だ
し
、
け
り
子
・
か
も
子
は
、
さ
ら
に
古
風
で
重
々
し
い

「
ご
ざ
り
ま
す
」
を
使
っ
て
い
る
）。
で
は「
わ
」は
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
か
、
同
じ

お
風
呂
に
来
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
階
層
の
女
た
ち
を
見
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
登
場
人
物
の
幅
を
広
げ
て
、
や
っ
と
主
人
の
お
許
し
を
も
ら
っ
て
お
風

呂
に
来
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
人
々
の
会
話
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

お
べ
か
「
お
猿
ど
ん
、
今
の
を
き
い
た
か
」

お
さ
る
「
ウ
ウ
、
聞
た
は
」

「
は
」
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
明
治
期
の
お
嬢
様
方
が
使

う
「
わ
」
で
は
な
く
、
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
で
す
。
で
も
、
こ
れ
こ
そ
元

の「
わ
」
で
す
。
中
世
か
ら
の「
わ
」
な
ん
で
す
。
今
も
大
阪
で
は
続
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
京
都
で
も
若
干
耳
に
し
ま
す
が
中
世
以
来
続
け
ら
れ
て
い
た
語
気
の
強
い

吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
わ
」
で
す
。「
俺
し
ら
ん
ワ
」「
う
ち
知
ら
ん
ワ
」
な
ど
言
う

「
わ
」で
す
。

お
べ
か
「
よ
く
し
ゃ
べ
く
る
婆
さ
ん
だ
の
」

お
さ
る
「
さ
う
さ
婆
は
あ
た
り
め
へ
だ
が
、
金
溜
屋
の
お
か
み
さ
ん
よ
。
人
品

の
能
風
を
し
て
と
ん
だ
目
口
乾
だ
の
。
遊あ
す

ば
せ
の
、
入
ら
ツ
し
ゃ
い
の
と
、
た
べ

つ
け
ね
へ
言
語
を
し
て
も
お
里
が
し
れ
ら
ア
。
…
…
」

こ
こ
で
「
遊あ
す

ば
せ
」
と
い
う
の
は
「
な
に
な
に
遊
ば
せ
」「
ご
め
ん
遊
ば
せ
」
で

す
。
明
治
に
な
っ
て
上
流
家
庭
の
女
性
た
ち
に
使
わ
れ
る
「
遊あ
そ

ば
せ
こ
と
ば
」
の

「
遊
ば
せ
」
で
す
。「
入
ら
ツ
し
ゃ
い
」「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
」、
今
「
い
ら
っ
し
ゃ

い
」
は
ま
だ
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
で
す
。
そ
し
て
、「
た
べ
つ

け
ね
へ
言
語
を
し
て
も
お
里
が
し
れ
ら
ア
。
あ
れ
だ
か
ら
奉
公
人
が
居
着
ね
へ
は

な
」
で
は
、「
は
な
」（
ワ
ナ
）
と
い
う
か
た
ち
で
「
な
」
と
合
体
し
て
出
て
き
て
お

り
ま
す
。

お
さ
る
「
マ
ア
、
た
め
し
て
み
な
、
去
年
ま
で
居
た
お
三
ど
ん
は
、
六
十
四
文

ば
か
り
置
い
て
来
た
人
だ
か
ら
久
し
く
辛
抱
も
し
た
ら
う
が
、
あ
の
跡
で
幾
人
出

た
と
お
も
ふ
。
た
っ
た
十
月
ば
か
り
の
間
に
丁
度
五
人
か
は
っ
た
ぜ
」

お
べ
か
「
ど
う
せ
又
、
あ
の
て
や
い
の
気
に
い
ら
う
と
す
れ
ば
直
さ
ま
労
咳
だ
」

お
さ
る
「
し
れ
た
事
さ
。（
略
）
気
散
じ
に
暮
す
方
が
徳
さ
。
針
を
持
う
と
持
め

へ
と
こ
つ
ち
の
量
見
づ
く
だ
。
縫
物
が
出
来
ね
へ
て
打
遣
ら
れ
た
女
も
ね
へ
も
ん

だ
は
な
」（
三
編
上
）

「
は
な
」（
ワ
ナ
）が
出
て
き
て
い
ま
す
。
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
と
、
そ
れ
か

ら
ち
ょ
っ
と
持
ち
か
け
る
よ
う
な
「
な
」が
合
体
し
た
も
の
が
見
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
ウ
ウ
、
聞
い
た
は
」
の
「
は
」
は
、
驚
い
た
り
、
憤
慨
し
た
り
す
る
と
き
に
下

降
調
で
発
さ
れ
る
強
い
語
気
を
持
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
中
世
か
ら
男
女
区
別
な

く
認
め
ら
れ
る
表
現
で
す
。「
居
着
ね
へ
は
な
」「
ね
へ
も
ん
だ
は
な
」
の
「
は
な
」
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（
発
音
と
し
て
は
「
ワ
ナ
」）
は
、
自
分
の
判
断
を
相
手
に
持
ち
か
け
る
気
持
ち
を
出

す
た
め
に
「
な
」
を
添
え
た
も
の
で
、
完
全
に
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
調
子
で
は
あ
り

え
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
少
し
変
貌
し
て
い
ま
す
ね
。「
な
」
が
つ
け
ら
れ
た
。

男
女
共
用
の
「
居
着
け
ね
へ
ぜ
」「
ね
へ
も
ん
だ
ぜ
」
の
「
ぜ
」
よ
り
も
、
や
わ
ら

か
さ
が
あ
り
ま
す
。「
ま
す
」「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
敬
語
を
使
わ
ず
、
活
用
語
の
言
い

切
り
や
「
だ
」
を
そ
の
ま
ま
使
う
下
働
き
の
若
い
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
も
、「
〜
は
」

と
言
う
の
は
、
や
は
り
強
す
ぎ
る
の
で
、「
ワ
ナ
」
で
や
わ
ら
か
さ
を
出
し
て
い
た

ら
し
く
、「
そ
の
方
が
さ
つ
ぱ
り
と
し
て
能
は
な
」「
二
朱
と
六
百
い
く
ら
か
足
し

た
は
な
」
と
い
う
の
は
、
相
手
へ
の
歩
み
寄
り
を
表
し
て
お
り
ま
す
。

中
世
の
「
は
」（
ワ
）
が
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
江
戸
時
代
に
起
こ
し

て
、「
ワ
イ
」「
ワ
ノ
」「
ワ
ナ
」「
ワ
イ
ナ
」「
ワ
イ
ノ
」
に
な
り
ま
す
。
特
に
「
ワ
イ

ナ
」「
ワ
イ
ノ
」
の
歴
史
は
古
く
、
近
世
前
期
の
近
松
浄
瑠
璃
作
品
の
女
こ
と
ば
、

作
品
上
、
遊
女
が
多
く
、
花
魁
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
を

こ
と
さ
ら
口
真
似
す
る
以
外
は
、
江
戸
の
女
た
ち
は
使
わ
な
い
わ
け
で
す
。
ま
し

て
、「
ワ
イ
ナ
」
や
「
ワ
イ
ノ
」
が
そ
う
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
明
治
の
〝
新
し
い

女
〞
に
な
ろ
う
と
す
る
女
た
ち
は
、
一
旦
遊
女
の
こ
と
ば
づ
か
い
と
し
て
強
く
染

め
上
っ
た
こ
と
ば
を
避
け
て
、
し
か
し
、「
わ
」
の
持
つ
自
己
主
張
性
を
生
か
そ
う

と
、「
わ
」
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
付
加
さ
れ
て
い
た
「
ナ
」（「
イ
ナ
」）

「
ノ
」（「
イ
ノ
」）
を
と
っ
て
こ
と
ば
を
創
っ
て
い
こ
う
と
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

二
　
江
戸
後
期
〜
幕
末
期
の
女
こ
と
ば
　

　
　
そ
の
二
：『
春
色
梅
児
譽
美
』よ
り

『
浮
世
風
呂
』
か
ら
二
〇
年
後
の
作
品
で
、
当
時
の
言
語
世
界
を
見
て
み
ま
す
。

『
春
し
ゅ
ん

色し
ょ
く

梅う
め

児ご

譽よ

美み

』（
一
八
三
二
〜
三
三
年
刊
行
）
は
、
為
永
春
水
（
一
七
九
〇
〜

一
八
四
四
）
の
作
で
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
遊
里
の
世
界
で
す
。
幕
末
か
ら
明
治

期
ま
で
、
遊
里
の
世
界
の
資
料
が
多
く
、
普
通
の
お
嬢
さ
ん
方
の
資
料
が
な
い
の

が
致
命
的
で
す
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
言
語
事
実
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
こ
れ
か
ら

と
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
作
品
は
昔
の
吉
原
で
は
な
く
、
深
川
の
新
吉
原
で
す
。
深
川
周
辺
の
花
魁

此こ
の

糸い
と

さ
ん
と
お
長
さ
ん
で
す
。
お
長
さ
ん
は
置
屋
の
娘
で
、
多
少
遊
里
に
足
を

突
っ
込
ん
で
い
ま
す
が
、
町
屋
の
お
嬢
さ
ん
と
似
た
性
格
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

今
は
自
分
の
生
家
が
没
落
し
て
、
身
に
つ
け
た
お
稽
古
事
の
娘
浄
瑠
璃
（
義
太
夫
）

な
ん
か
で
身
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
こ
の
身
を
立
て
る
―
―
自
立
す
る
女
で
あ
る

こ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
頭
に
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
の
此
糸
さ
ん
は

「
は
ネ
」（
ワ
ネ
）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

此
「
ナ
ニ
サ
お
案あ
ん

事じ

で
な
い
。
ど
ふ
か
し
て
法
を
か
い
て
爰
を
身み

抜ぬ
け

を
さ
せ
も

ふ
す
、
手て

段だ
て

も
ま
た
あ
り
ま
せ
う
は
ネ
。
か
な
ら
ず
（
略
）
用
を
足た
し

な
ん
し
ヨ
。

（
略
）
往い
き

な
ん
し
ヨ
。
か
な
ら
ず
案
事
な
ん
す
な
エ
」　

此
「
し
げ
り
や
な
ん
だ
其
口

は
。
お
長
さ
ん
早
く
下
へ
往
な
ん
し
ヨ
。
何
も
こ
わ
い
こ
と
は
お
ざ
ん
せ
ん
は
ネ
」

（
初
編
二
）

そ
の
「
は
ネ
」
が
、
こ
の
時
代
、
お
べ
か
さ
ん
た
ち
の
「
わ
な
」
と
同
じ
よ
う
に

使
わ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
セ
リ
フ
の
あ
い
だ
に
は
い
っ
た
、

長
「
ハ
イ
お
あ
り
が
た
ふ
夫そ
れ

じ
や
ア
下
に
往い
き

ま
す
ヨ
」

の
「
よ
」
を
使
っ
た
一
言
が
と
て
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
此
糸
さ
ん
と
お
長
さ
ん
が
二

階
で
話
し
て
い
た
の
で
、
下
の
階
段
を
上
が
っ
て
き
た
遊
里
の
世
界
の
女
の
子
―

―
禿か
む
ろが
、

「
ヲ
ヤ
お
長
さ
ん
今
下
の
方
で
た
い
そ
ふ
呼
で
い
ま
す
ヨ
。
は
や
く
裏
梯
子
か
ら
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下
り
て
お
出
な
ま
し
」

と
声
を
か
け
ま
す
が
、
こ
の
「
な
ま
し
」
は
、
遊
里
こ
と
ば
で
す
。
つ
づ
い
て
、
禿

は
、「

ア
ノ
意
地
悪
根
性
が
お
そ
ろ
し
い
顔
を
し
て
お
ま
は
ん
を
呼
ま
す
は
。
顔
が
憎

い
ヨ
」

と
言
い
ま
す
。
こ
こ
で
、「
呼
び
ま
す
は
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
今
、
私
が
言
っ

た
「
は
」
は
、
現
代
の
「
わ
」
に
近
づ
け
て
、
ち
ょ
っ
と
音
を
上
げ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
け
っ
し
て
吐
き
捨
て
る
よ
う
な
「
は
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

「
ま
す
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。「
ま
す
」
と
言
っ
た
と
き
、「
は
」
っ
て
、
吐
き
捨
て

る
よ
う
に
言
え
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
し
て
も
や
わ
ら
か
い
ト
ー
ン
が
つ
い
た
と
思

い
ま
す
。
こ
の
ト
ー
ン（
音
調
・
抑
揚
）
が
、
の
ち
の
ち
明
治
に
は
い
っ
て
美
禰
子

さ
ん
や
お
延
さ
ん
が
使
う
「
わ
」
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
あ
と
三
〇
年
ほ
ど
の
あ

い
だ
に
高
め
に
や
さ
し
げ
に
発
さ
れ
る
ト
ー
ン
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
音
声
資
料
は
残
さ
れ
て
な
い
の
が
残
念
で
す
。

他
に
も
例
が
ご
ざ
い
ま
す
。
侠
気
の
女
髪
結
い
小
梅
の
お
由
さ
ん
は
も
と
遊
女

で
す
。
や
っ
ぱ
り
遊
女
が

絡
ん
で
き
ま
す
が
、
こ
の
人

は
、〝
お
あ
姉
さ
ん
〞
み
た

い
に
気キ
ッ
プ風

が
よ
い
の
で
す
。

自
立
し
て
髪
結
い
と
し
て
働

い
て
い
ま
す
。
そ
の
人
が
、

愛
し
慕
い
続
け
た
籐
兵
衛
さ

ん
に
、

由
「
そ
ふ
や
さ
し
く
被
仰

と
真
に
嬉
し
く
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
、
ど
ふ
も
お
ま
へ
さ
ん
方
に
限
ら
ず
、
男と
の
が
た

子
達

と
い
ふ
も
の
は
浮う
わ
き薄
な
も
の
だ
か
ら
、
い
と
ど
お
も
ひ
が
ま
す
や
う
な
こ
と
が
、

こ
の
末
と
も
に
有
ふ
か
と
案
じ
ら
れ
ま
す
は
」（
三
篇
九
）

と
、
や
は
り
「
ま
す
」
を
と
も
な
っ
た
「
は
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、「
わ
」
っ

て
言
い
ま
し
た
が
、
私
の
言
う
「
わ
」
よ
り
、
も
う
少
し
固
い
部
分
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
愛
す
る
人
に
対
し
て
、
自
分
の
心
を
切
々
と
訴
え
つ
つ
丁
寧
の

「
ま
す
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
禿
よ
り
年
長
で
、
髪
結
い
と
い
う
自
立
し
た
江
戸
の

職
業
婦
人
の
使
用
し
た
過
渡
期
の
「
〜
わ
」
と
し
て
記
憶
に
と
ど
め
た
い
と
思
い
ま

す
。

三
　
明
治
前
期
の
女
こ
と
ば

　
　『
当
世
書
生
気
質
』『
辰
巳
巷
談
』よ
り

明
治
期
に
は
い
り
、
坪
内
逍
遥
著
『
当と
う

世せ
い

書し
ょ

生せ
い

気か
た
ぎ質
』（
一
八
八
五
〜
八
六
年
）

と
泉
鏡
花
著
『
辰
巳
巷
談
』（
一
八
九
八
年
）
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

『
当
世
書
生
気
質
』
の
例
も
遊
里
の
女
性
絡
み
で
、
資
料
的
に
は
偏
る
よ
う
で
困

る
の
で
す
が
、
当
時
、
家
が
没
落
し
女
性
が
自
分
の
身
を
立
て
よ
う
と
思
う
と
、

芸
子
さ
ん
に
な
る
と
か
、
遊
里
に
近
い
所
で
稼
が
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
社

会
的
事
情
を
私
は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
世

界
で
、
元
は
い
い
と
こ
ろ
の
お
嬢
様
が
苦
労
し
て
自
活
し
て
自
分
の
意
思
を
、
混

乱
す
る
明
治
の
社
会
で
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
と
き
に
、
明
治
新
政
府
の
長
州

や
薩
摩
、
あ
る
い
は
山
形
か
ら
来
た
官
吏
の
方
々
と
出
会
わ
れ
、
そ
こ
に
恋
が
生

じ
る
と
正
式
な
奥
様
と
し
て
家
に
は
い
り
、
そ
こ
が
明
治
の
新
し
い
お
嬢
様
方
の

ご
家
庭
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ド
ラ
マ（
物
語
）
で
は
な
く
、
現
実
に
実
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数
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。『
当
世
書
生
気
質
』
の
明
治
一
八
年
第
一
回
に
お
け

る
数
寄
屋
橋
か
新
橋
あ
た
り
の
芸
妓
田
の
次
と
、
姉
さ
ん
格
の
園
の
会
話
を
見
て

み
ま
す
。

園
「
ヘ
ン
、
い
や
に
老
こ
ん
だ
ナ
。
田
の
次
は
ど
う
だ
」

田
の
次
「
姉
さ
ん
が
や
ら
な
け
り
や
ア
、
妾
だ
つ
て
否
で
す
ワ
。
男
三
人
に
女

一
人
で
は
、
ど
う
せ
叶
や
ア
し
ま
せ
ん
も
の
」

あ
ら
ぬ
想
像
は
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
ね
。
同
席
す
る
そ
の
三
人
の
客

は
、
銀
行
頭
取
風
（
四
三
、四
歳
）、
銀
行
役
員
風
（
三
五
、六
歳
）、
青
年
弁
護
士

（
二
六
、七
歳
）
で
あ
り
、
上
客
相
手
の
芸
妓
で
す
。
そ
う
そ
う
た
る
当
時
の
社
会

を
担
う
人
々
に
対
し
て
言
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
田
の
次
さ
ん
の
「
ワ
」
は
、

『
三
四
郎
』の
ヒ
ロ
イ
ン
美
禰
子
さ
ん
の
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
時
代
に
あ
っ
て
も
、
田
の
次
さ
ん
と
同
じ
よ
う
な
年
代
で
も
う
少
し

遊
里
に
近
い
方
だ
と
、「
ワ
ナ
」
と
同
時
に
「
ワ
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
例
が
、

次
の
新
造
お
秀
と
娼
妓
顔
鳥
の
会
話
で
す
。

秀
「
モ
シ
お
い
ら
ん
。
吉
さ
ん
が
け
へ
る
け
へ
る
と
お
い
ひ
な
す
ッ
て
、
し
や

う
が
あ
り
ま
せ
ん
ヨ
。」

顔
「
よ
い
ヨ
、
お
帰
り
な
さ
る
な
ら
お
帰
し
申
す
が
い
ゝ
わ
ナ
。
あ
れ
ほ
ど
訳

を
い
つ
て
も
不
解
で
、
お
腹
を
お
た
ち
な
さ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
な
い
ワ
。」（
第
七

回
）江

戸
風
な
「
わ
ナ
」
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
私
が
「
ワ
」
っ
て
ち
ょ
っ

と
や
わ
ら
か
み
を
つ
け
て
今
読
ん
だ
も
の
よ
り
も
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
だ
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
な
に
ぶ
ん
録
音
資
料
が
な
い
の
で
…
…
。「
わ
ナ
」
と
「
ワ
」
が
同

居
し
て
い
る
例
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

も
う
一
つ
の『
辰
巳
巷
談
』（
明
治
三
一（
一
八
九
八
）
年
）
は
、
洲
崎
の
遊
女
胡

蝶
の
悲
劇
を
扱
う
と
て
も
面

白
い
小
説
で
す
が
、
胡
蝶
さ
ん

は
、「
鼎
さ
ん
が
、
ぶ
た
れ
る

ん
だ
わ
、
私
や
何
う
し
よ
う
」

「
だ
ッ
て
、
逢
い
た
い
わ
！
」

と
、
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、「
だ
」
と
か
、
言
い
切

り
の
「
た
い
」
に
つ
い
て
、「
で

す
」「
ま
す
」
に
は
つ
い
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
吐
き
捨
て

る
よ
う
な
「
わ
」
で
は
な
く
、
相
手
に
、
ほ
ん
と
に
訴
え
た
い
「
わ
」
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

今
、「
わ
」
を
一
つ
と
っ
て
見
て
き
ま
し
た
が
、
資
料
の
偏
り
が
あ
る
と
言
わ
れ

れ
ば
、
こ
れ
以
上
進
め
ま
せ
ん
が
、
で
も
当
時
、
男
性
と
伍
し
て
女
性
が
こ
と
ば

を
言
え
た
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
出
来
た
）
の
は
、
遊
里
の
世
界
と
、
遊
里
の
世

界
の
周
辺
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
む
し
ろ
居
直
っ
て
、
こ
こ
に
女
性
の
主
張
す

る
場
が
あ
る
の
で
、
会
話
文
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
と
逆
に
言
い
た
い
わ
け
で

す
。さ

き
ほ
ど
か
ら
自
立
す
る
と
い
う
語
を
使
っ
て
お
り
ま
す
が
、
髪
結
い
さ
ん
も

自
立
し
て
い
ま
す
。
田
の
次
さ
ん
も
家
が
没
落
し
て
、
後
に
主
人
公
と
結
婚
し
て

い
く
の
で
し
ょ
う
が
、
芸
妓
さ
ん
見
習
い
み
た
い
な
こ
と
を
し
な
が
ら
自
立
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
遊
女
た
ち
は
、
生
活
の
た
め
身
売
り
を
さ
れ
た
娘
が
多
く
い

ま
し
た
。
も
と
も
と
貧
し
い
家
の
娘
の
ほ
か
に
、
没
落
し
た
豪
商
、
医
師
、
武
家

の
娘
も
多
く
、
そ
の
う
ち
幾
人
か
は
、
史
実
の
伝
え
る
と
お
り
、
幕
末
か
ら
明
治
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に
か
け
て
、
明
治
新
政
府
の
要
人
た
ち
の
妻
と
な
り
明
治
の
上
流
社
会
を
担
い
ま

し
た
。
芸
妓
も
、
家
の
没
落
に
よ
り
芸
は
身
を
助
け
る
の
諺
通
り
自
活
の
道
と
し

て
選
ば
れ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
た
ち
が
生
家
で
使
い
、
遊
郭
、
あ
る
い

は
、
芸
妓
置
屋
で
使
っ
て
い
た
こ
と
ば
は
、
物
言
い
の
さ
ら
な
る
洗
練
さ
（
特
に
、

最
終
語
尾
の
や
わ
ら
か
な
上
昇
化
）
が
加
わ
れ
ば
、
融
合
し
た
状
態
で
世
間
に
通

用
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
〜
わ
」
も
「
〜
よ
」「
〜
こ
と
」「
〜
も
の
」
と

と
も
に
、
お
嬢
様
が
若
者
こ
と
ば
と
し
て
上
・
中
流
階
級
の
家
々
で
使
い
、
さ
ら

に
、
そ
の
娘
で
あ
る
〝
お
嬢
様
〞
に
使
わ
れ
、
お
嬢
様
は
若
者
こ
と
ば
と
し
て
、
さ

ら
に
「
し
ら
な
い
わ
。
よ
く
っ
て
よ
」
な
ど
と
い
う
〝
自
分
た
ち
の
あ
る
べ
き
姿
〞

に
見
合
っ
た
表
現
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

四
　
言
文
一
致
運
動
の
頃『
浮
雲
』の
場
合

こ
こ
で
、
時
代
的
に
は
先
に
話
し
た
こ
と
と
重
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
清
水

先
生
の
お
話
に
も
で
た
「
言
文
一
致
運
動
」
は
、
こ
の
「
わ
」
に
は
直
接
か
か
わ
り

ま
せ
ん
が
、
二
葉
亭
四
迷
（
一
八
六
四
〜
一
九
○
九
）
の
言
文
一
致
作
品
で
あ
る

『
浮
雲
』（
明
治
二
○
（
一
八
八
七
）
年
）
に
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
勢
さ
ん

が
母
親
の
お
政
と
か
わ
す
一
連
の
会
話
か
ら
「
わ
」
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。「

だ
け
れ
ど
も
本
田
さ
ん
ハ
学
問
ハ
出
来
な
い
や
う
だ
ワ
」

別
の
ち
ょ
っ
と
お
い
て
、

「
そ
れ
は
不
運
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
ワ
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
お
そ
ら

く
、
私
は
「
わ
」
っ
て
丸
み
を
帯
び
て
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
「
わ
」
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
会
話
で
お
母
さ
ん
の
お
政
さ
ん
は
、
娘
に
対
し
て
「
わ
」
は
使
っ
て
い
ま
せ

ん
。
お
母
さ
ん
は
当
然
幕
末
に
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
田
昇
と
い
う
官

吏
と
話
す
と
き
は
、「
わ
」
を
使
っ
て
い
ま
す
。

「
虚
言
ぢ
や
な
い
ワ
真
実
だ
ワ
（
略
）
此
様
な
邪
見
な
子
を
持
ツ
た
か
と
思
ふ
と

シ
ミ
ジ
ミ
悲
し
く
な
り
ま
す
ワ
」

と
、
明
治
の
山
の
手
こ
と
ば
、
つ
ま
り
、
自
分
の
品
格
を
保
つ
、
で
き
る
だ
け

ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
で
は
な
く
て
、
や
わ
ら
か
い
言
い
方
を
し
た
い
と
思
っ
た
と
き

に
、「
わ
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
ま
す
。
今
も
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
娘
の
言
語
状
態
に

母
親
が
合
わ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
田
に
同
情
を
得
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。
娘
の
悪
口
を
言
い
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
、
娘
と
結
婚

さ
せ
た
い
本
田
に
す
り
よ
ろ
う
と
す
る
母
親
が
使
っ
て
お
り
ま
す
。

五
　
新
し
い
女
の
誕
生
、
漱
石
作
品
の
女
た
ち

ち
ょ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
が
な
く
て
レ
ジ
ュ
メ
に
は
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
私
が
す
で
に
発
表
し
て
お
り
ま
す
『
女
こ
と
ば
は
ど
こ
へ
消
え
た
か
？
』

（
光
文
社
新
書
）
と
『『
明
暗
』
夫
婦
の
言
語
力
学
』（
東
海
教
育
研
究
所
）
の
な
か

か
ら
読
み
上
げ
て
い
き
ま
す
。
前
者
に
は
、『
三
四
郎
』（
明
治
四
一（
一
九
○
八
）

年
）
を
中
心
と
す
る
い
く
つ
か
の
漱
石
作
品
が
、
後
者
で
は
『
明
暗
』（
大
正
五

（
一
九
一
六
）
年
）
が
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

漱
石
の
作
品
を
若
い
頃
か
ら
お
読
み
に
な
ら
れ
て
い
る
年
代
の
方
々
が
大
勢
お

ら
れ
る
の
で
、
ど
う
ぞ
思
い
出
し
つ
つ
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
と
て
も
よ
い
場
面
で

す
。
一
度
め
は
帝
大
構
内
の
池
で
、
二
度
め
は
病
院
で
す
れ
ち
が
っ
た
三
四
郎
と

美
禰
子
さ
ん
が
、
広
田
先
生
の
引
っ
越
し
の
手
伝
い
で
初
め
て
会
い
ま
す
。
そ
し
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て
、
掃
除
が
あ
る
程
度
終
わ
っ
て
、
二
階
で
窓
を
見
な
が
ら
、
青
い
空
に
「
雲
が

浮
い
て
い
る
」
の
を
共
に
見
つ
め
る
と
い
う
と
て
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
場
面
で
す
。

そ
こ
で
、
三
四
郎
さ
ん
が
美
禰
子
さ
ん
の
許
婚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
野
々
宮
さ

ん
の
受
け
売
り
で
、
ち
ょ
っ
と
科
学
的
な
こ
と
を
言
う
と
、「
あ
ら
そ
う
」
と
美
禰

子
さ
ん
は
言
う
の
で
す
が
、「
雪
じ
ゃ
つ
ま
ら
な
い
わ
ね
」
と
、
否
定
を
許
さ
ぬ
調

子
で
言
い
、「
雲
は
雲
で
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ

れ
は
彼
女
の
三
四
郎
に
対
す
る
本
当
の
心
情
の
吐
露
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

自
分
の
返
事
次
第
に
よ
っ
て
は
、
雲
が
雪
の
も
と
な
ん
て
い
っ
た
野
々
宮
さ
ん
へ

の
心
情
の
近
よ
り
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
絶
対
そ
う
し
た
く
な

い
。
一
生
懸
命
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
、「
雲
は
雲
で
な
く
っ
ち
ゃ
い

け
な
い
」
と
言
う
彼
女
の
三
四
郎
に
対
す
る
恋
の
告
白
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
と
き
、

「
わ
」
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
女
だ
か
ら
文
末
に
「
わ
」
を
つ
け
て
お
く
な
ど
と
い

う
「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
す
ご
く
選
ん
だ
末
の
「
わ
」
で
す
。
そ
の
き
っ

ぱ
り
と
し
た
主
張
を
汲
ん
で
、
三
四
郎
は
「
な
ぜ
で
す
」
っ
て
聞
い
て
い
ま
す
。

「
何な

故ぜ

で
も
、
雲
は
雲
で
な
く
つ
ち
や
不い

可け

な
い
わ
。
か
う
し
て
遠
く
か
ら
眺
め

て
ゐ
る
甲
斐
が
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

美
禰
子
は
、
は
っ
き
り
理
論
の
元
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。
女
だ
か
ら
「
わ
」
を
入

れ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。『
三
四
郎
』
全
編
を
見
て
も
、
物
語
展
開
上
で
重
要

な
場
に
し
か
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

『
三
四
郎
』
を
し
っ
か
り
読
む
前
ま
で
は
、
漱
石
は
会
話
に
関
し
て
は
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
、
私
も
「
そ
う
か
な
ぁ
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
ん
で
も
な
い
。
や
っ
ぱ
り
よ
く
漱
石
は
観
察
し
て
い
ま
す
。
会
話
だ
け
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
に
し
た
な
ん
て
あ
り
え
ま
せ
ん
。
よ
く
観
察
し
、
登
場
人
物
の
こ
と
ば

と
し
て
選
ん
で
き
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。

別
の
場
面
で
す
。
グ
ル
ー
プ
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
い
き
ま
す
。
三
四
郎
の
友
人
の

与
次
郎
―
―
寅
さ
ん
み
た
い
な
役
回
り
の
男
性
が
「
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
車
夫
に
持
た

せ
て
来
た
の
だ
ろ
う
」
と
聞
く
と
、
美
禰
子
は
「
車
夫
は
今け

日ふ

は
使
に
出で

ま
し
た
。

女
だ
つ
て
此
位
な
も
の
は
持
て
ま
す
わ
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

自
分
が
女
性
と
し
て
男
性
に
伍
し
て
日
常
を
動
い
て
い
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
を

し
た
い
。
こ
れ
を
誰
に
聞
か
せ
た
い
の
か
と
言
う
と
、
与
次
郎
と
共
に
い
る
三
四

郎
に
で
す
。
そ
し
て
、「
ど
う
で
す
里
見
さ
ん
、
あ
な
た
の
所
へ
で
も
食ゐ
さ
う
ろ
う客に
置
い

て
呉
れ
ま
せ
ん
か
」
と
、
自
分
の
妹
を
置
い
て
く
れ
な
い
か
と
野
々
宮
に
言
わ
れ

た
と
き
、「
何い

時つ

で
も
置
い
て
上あ

げ
ま
す
わ
」
っ
て
言
う
ん
で
す
。
こ
れ
、「
何
時

で
も
置
い
て
上
げ
ま
す
」
で
切
ら
な
い
で
「
わ
」
を
入
れ
た
の
は
、
こ
う
言
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
三
四
郎
が
ど
う
反
応
し
て
く
る
か
、
す
ご
く
見
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

一
つ
ひ
と
つ
見
て
い
け
ば
、
名
場
面
名
場
面
に
全
部
「
わ
」
が
使
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
で
も
、
た
と
え
ば
、
今
話
し
ま
し
た
野
々
宮
さ
ん
の
妹
は
女
学
生
で
す
か
ら
、

当
時
の
流
行
語
と
し
て
「
わ
」
を
使
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
読
ん
で
文

脈
か
ら
見
て
い
く
と
、
こ
こ
は
そ
の
乗
り
で
使
っ
て
い
る
な
と
、
識
別
可
能
な
範

囲
で
す
。

三
四
郎
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
す
。

『
明
暗
』
の
旦
那
さ
ん
の
津
田
さ
ん
、
気
む
ず
か
し
い
人
で
す
。
性
格
的
に
は
漱

石
を
モ
デ
ル
に
し
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
背
が
高
く
て
、
美
男

子
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
外
見
的
設
定
は
、
漱
石
の
自
画
像

に
近
い
と
や
り
に
く
い
か
ら
、
自
分
と
逆
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
入
れ
こ
ん
だ
感
じ

が
し
ま
す
。

京
都
に
住
ん
で
い
る
お
父
さ
ん
か
ら
の
手
紙
を
津
田
さ
ん
は
待
っ
て
い
た
ん
で

す
。
そ
し
て
、
津
田
さ
ん
が
、
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「
御
父
さ
ん
か
ら
ま
だ
手
紙
は
来
な
か
っ
た
か
ね
」

と
聞
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
奥
さ
ん
の
お
延
さ
ん
は
、

「
い
い
え
来
れ
ば
何
時
の
通
り
御
机
の
上
に
載
せ
て
置
き
ま
す
わ
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
わ
」
は
、「
あ
な
た
そ
ん
な
こ
と
言
う
け
ど
、
私
は
絶

対
に
ち
ゃ
ん
と
郵
便
箱
の
な
か
を
見
て
い
る
」「
郵
便
箱
に
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
机

に
載
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
！
」
と
い
う
、
険
し
い
物
言
い
で
あ
り
、
女
ら
し
い

や
わ
ら
か
さ
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。「
こ
れ
か
ら
議
論
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い

わ
よ
」
っ
て
い
う
感
じ
の
「
わ
」
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
二
人
の
夫
婦
の
会
話
は
険
悪
な
も
の
が
多
い
。
こ
ん
な
陰
険
な
夫
婦
は
し
ん

ど
い
だ
ろ
う
な
と
思
う
く
ら
い

で
す
。
旦
那
さ
ん
が
遅
く
帰
っ

て
き
た
と
き
、
鍵
を
閉
め
て
い

た
か
ら
怒
っ
た
ん
で
す
ね
。
今

と
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
今
、

合
い
鍵
を
持
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

す
ぐ
は
い
れ
ま
す
が
、
当
時
は

そ
う
じ
ゃ
な
い
。

「
待
っ
て
た
も
の
が
な
ん
で

門
な
ん
か
締
め
る
ん
だ
。
物
騒

だ
か
ら
か
ね
」

「
い
い
え
。
―
―
あ
た
し
門

な
ん
か
締
め
や
し
な
い
わ
」

「
だ
っ
て
現
に
締
ま
っ
て
い

た
じ
ゃ
な
い
か
」

「
時と
き

が
昨ゆ
う
べ夕
締
め
っ
放
し
に
し
た
ま
ん
ま
な
の
よ
、
き
っ
と
。
い
や
な
人
」

「
時
」
と
い
う
の
は
女
中
さ
ん
で
す
。

「
時
は
ど
う
し
た
い
」

「
ど
う
し
た
い
」
は
、
江
戸
こ
と
ば
で
す
。
江
戸
の
名
残
り
が
あ
り
ま
す
。「
ど

う
し
た
い
」
っ
て
旦
那
さ
ん
が
聞
く
と
、
お
延
さ
ん
は

「
も
う
先さ
っ
き刻

寝
か
し
て
や
っ
た
わ
」

と
応
じ
ま
す
。「
私
が
寝
か
し
た
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
以
上
、
あ
な
た
の
権
限
で
起

こ
す
必
要
は
な
い
！
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
文
末
に
「
わ
」
を
使
っ
た
。
夫
へ
の

最
後
通
告
で
す
。
そ
の
よ
う
な
強
さ
を
持
つ「
わ
」
で
す
。
そ
の
よ
う
な
「
わ
」
が
、

自
己
主
張
す
る
に
は
便
利
で
よ
い
と
し
て
ど
ん
ど
ん
使
わ
れ
、
そ
の
自
己
主
張
す

る
女
た
ち
を
、
い
い
な
ぁ
と
思
い
始
め
た
男
性
た
ち
の
言
語
環
境
が
あ
り
ま
す
。

新
し
い
女
と
し
て
、
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り
言
え
る
女
た
ち
を
、
い
い
な
ぁ
っ

て
持
ち
上
げ
る
男
性
の
眼
―
―
そ
れ
が
、「
〜
わ
」
を
助
長
さ
せ
た
と
す
る
と
、
そ

こ
か
ら
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
論
が
扱
う
問
題
に
踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
。

「
〜
わ
」
は
、
ど
ん
ど
ん
使
わ
れ
ま
す
。
大
正
、
大
正
一
五
年
間
は
短
い
で
す
よ

ね
。『
明
暗
』
は
大
正
に
は
い
っ
て
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
後

期
に
な
る
と
、
も
う
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
機
能
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
日
常
で
使
う

私
の「
わ
」
は
そ
う
で
す
。
私
は
ま
だ
、
な
ん
と
な
く
身
に
し
み
て
し
ま
っ
た
「
わ
」

を
使
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
若
い
人
た
ち
は
―
―
私
も
三
〇
年
ぐ
ら
い

前
か
ら
気
づ
い
て
お
り
ま
す
が
、「
わ
」
を
使
わ
な
い
。「
よ
」
で
十
分
な
ん
で
す
。

「
そ
う
だ
よ
」「
こ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
」
と
「
よ
」
で
事
足
り
る
の
で
す
。
主
張
し
た

い
と
き
も
、「
よ
」
は
便
利
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
、
命
令
形
に
も
使
え
ま
す

か
ら
便
利
で
、
も
う
ほ
と
ん
ど
「
よ
」
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。「
わ
」
を
も
し
現
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代
の
お
嬢
さ
ん
が
使
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
探
し
て
い
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ら
、

「
こ
こ
に
あ
っ
た
わ
」（
ワ
は
下
降
調
）、
こ
れ
は
先
祖
返
り
を
し
て
い
る
の
で
す
。

お
わ
り
に

中
世
期
の
、
た
と
え
ば
『
史
記
抄
』
の
「
ス
ハ
ヨ
イ
ハ
」、『
天
草
版
平
家
物
語
』

の
「
こ
と
が
で
き
た
ワ
」
は
、
気
づ
き
の
「
わ
」
で
す
。
現
代
の
「
わ
」
は
、
そ
れ

に
戻
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
別
途
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
か
吹
き
替
え
の
女
性
の

セ
リ
フ
や
、〝
お
姉
こ
と
ば
〞
と
し
て
、
現
代
の
若
い
方
々
が
捨
て
た
《
や
さ
し
い

ト
ー
ン
を
持
つ
女
ら
し
い
「
わ
」》
は
生
き
残
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
言
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
東
京
こ
と
ば
の
「
わ
」
で
す
。
関
西
で
は
、

ず
っ
と
「
わ
」
は
男
女
と
も
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
阪
出
身
の
方
は
、
女
ら
し
い

「
わ
」
は
あ
ん
ま
り
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
、「
〜
わ
」
と
い
う
小
さ
な
小
さ
な
表
現
―
―
前
後
の
先
生
た
ち
の
テ
ー
マ

の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
小
さ
な
も
の
を
扱
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
近
代
日
本

語
の
一
つ
の
表
現
が
、
ど
の
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
、
ど
う
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た

か
と
い
う
の
を
お
感
じ
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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演 
漢
語
が
日
本
語
に
溶
け
込
む
と
き

田
中 

牧
郎
（
国
立
国
語
研
究
所
准
教
授
）

近
代
の
語
彙
に
お
け
る
漢
語

私
は
、
主
に
書
き
言
葉
で
日
本
語
の
語

彙
が
近
代
に
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ

た
か
を
、
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
の
語
彙
は
近
代
に
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
変
化

の
一
つ
が
、
近
代
的
な
概
念
を
表
す
た
め

明
治
期
に
新
し
い
漢
語
が
数
多
く
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
一
部
が
日
本
語
の

な
か
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
た
漢
語
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
諸
先
生
方
が
多
く
の
本

で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
図
1
に
あ
げ
た

の
は
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち

の
ご
く
一
部
で
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点

か
ら
近
代
の
漢
語
が
果
た
し
て
き
た
役
割

図1　近代の漢語の研究書（一般向け）

・ 柳父章『翻訳語成立事情』 
（岩波新書、1982年）
・ 惣郷正明・飛田良文『明治のことば辞典』（東京堂出版、1986年）
・ 飛田良文『明治生まれの日本語』 
（淡交社、2002年）
・ 佐藤亨『現代に生きる 幕末・明治初期漢語辞典』（明治書院、2007年）
・ 田中牧郎『近代書き言葉はこうしてできた』（岩波書店、2013年）
・ 今野真二『日本語の近代―はずされた漢語』（ちくま新書、2014年）
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が
研
究
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
近
代
の
新
し
い
漢
語
が
全
体
的
に
ど
れ
ぐ
ら
い
あ
り
、
そ
れ
ら
が
い

つ
ご
ろ
で
き
た
か
、
そ
の
う
ち
ど
の
程
度
が
日
本
語
に
溶
け
込
み
現
代
に
伝
わ
っ

た
か
、
淘
汰
さ
れ
て
な
く
な
っ
て
い
っ
た
漢
語
と
現
代
に
も
生
き
る
漢
語
の
違
い

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
研
究
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
な
か
な

か
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
近
代
の
語
彙
が
ど
う
や
っ
て
で
き
た
の
か
は
不
明
な
こ

と
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
言
語
の
全
体
像
を
把
握
し
、
細
部
の
動
き
も

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、「
コ
ー
パ
ス
」
が
整
え
ら

れ
て
き
て
い
ま
す
。
日

本
語
の
コ
ー
パ
ス
は
、

私
た
ち
国
語
研
究
所
を

中
心
に
構
築
が
進
ん
で

い
ま
す
。
コ
ー
パ
ス
を

使
っ
て
、
日
本
語
の
歴

史
や
現
代
日
本
語
の
あ

り
よ
う
を
、
さ
ま
ざ
ま

な
観
点
か
ら
正
確
に
記

述
し
て
い
く
研
究
を
進

め
て
お
り
ま
す
。

図
2
は
、
国
語
研
究

所
の
コ
ー
パ
ス
を
使
っ

て
、
漢
語
と
漢
語
に

対
立
す
る
和
語
を
中

心
と
し
た
語
彙
の
比
率

の
歴
史
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
平
安
期
の
仮
名
で
書
か
れ
た
王
朝
文
学
作
品
は

八
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
大
和
言
葉
、
和
語
で
し
た
。
鎌
倉
期
、
室
町
期
、
江
戸

期
の
コ
ー
パ
ス
は
現
在
構
築
中
で
、
ま
だ
デ
ー
タ
を
示
せ
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
今
日
の
話
の
中
心
に
な
る
明
治
時
代
で
は
、
そ
の
初
期
の
雑
誌
『
明
六
雑
誌
』

（
一
八
七
四
年
創
刊
）
の
コ
ー
パ
ス
で
は
、
和
語
は
わ
ず
か
一
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

漢
語
は
七
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
平
安
期
か
ら
江
戸
期
へ
の

過
程
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
、
こ
の
グ
ラ
フ
の
下
の
ほ
う
の
明

治
期
か
ら
あ
と
を
見
て
も
大
き
な
変
化
が
ご
ざ
い
ま
す
。
漢
語
が
だ
ん
だ
ん
減
少

し
て
和
語
は
増
加
し
て
い
く
流
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
明
治
以
後
の
時
代
だ
け

で
も
、
漢
語
と
和
語
の
役
割
が
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。

語
種
と
は
何
か
―
和
語
・
漢
語
・
外
来
語
―

今
、
漢
語
と
か
和
語
と
か
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
日
本
語
学
、
言
語
学
で
は
厳

密
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
般
の
方
に
き
ち
ん
と
ご
理
解
い
た
だ
く
の
は
少

し
難
し
い
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
桜
」
と
、
そ
れ
に
「
花
」
を
つ

け
た
「
桜
花
」
は
大
和
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
を
音
読
み
で
「
お
う
か
」
と
読
め
ば
漢

語
で
す
。
日
本
固
有
の
言
葉
を
「
大
和
言
葉
」
と
言
い
ま
す
が
、
漢
字
で
書
い
て

あ
っ
て
も
訓
読
み
す
れ
ば
大
和
言
葉
、
和
語
で
す
（
図
3
）。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢

語
に
は
、
古
典
中
国
語
か
ら
借
用
し
た
語
彙
と
、
音
読
み
す
る
語
彙
、
そ
し
て
日

本
で
つ
く
ら
れ
た
和
製
漢
語
が
含
ま
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
大
和
言
葉
に
は
「
桜さ
く
ら」、「

桜
さ
く
ら

花ば
な

」
と
い
っ
た
詩
歌
に
詠
ま
れ
る
優
雅
な

も
の
も
あ
れ
ば
、「
く
さ
め
」「
く
し
ゃ
み
」「
む
ず
が
ゆ
い
」
と
い
っ
た
感
覚
的
な

俗
っ
ぽ
い
語
彙
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
漢
語
に
も
、
詩
に
使
う
言
葉
も
あ
れ
ば
、

83.4	  

18.4	  

30.8	  

33	  

14.1	  

76.5	  

60.4	  

49	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

平安期：和文（王朝文学）	

明治初期：雑誌（明六雑誌）	

明治後期～大正期：雑誌（太陽）	

平成期：書籍（図書館書籍）	

和語	 外来語	 混種語	 漢語	

図2　漢語と和語の比率の歴史

国立国語研究所のコーパスによる調査。異なり語数で集計。
明治期以後は、漢語が減少していく流れがある。



25 講 演‖漢語が日本語に溶け込むとき

近
代
に
な
っ
て
社
会
的
な
制
度
が
変
化
す
る
こ
と
で
で
き
た
言
葉
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

ま
た
、
外
来
語
と
は
、
古
典
中
国
語
以
外
の
他
言
語
（
主
と
し
て
西
洋
語
）
か

ら
借
用
し
た
語
彙
で
、
日
本
で
つ
く
ら
れ
た
和
製
外
来
語
も
含
み
ま
す
。
た
と
え

ば
、
チ
ェ
リ
ー
、
デ
リ
ケ
ー
ト
、
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
和
語
と
漢
語
は
そ
の
つ
く
ら
れ
方
が
、
日
本
固
有
か
、
古
典
中

国
語
由
来
か
で
分
け
ら
れ
、
外
来
語
の
場
合
は
西
洋
語
由
来
の
つ
く
ら
れ
方
を
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
厳
密
に
、
ど
こ
で
そ
の
語
彙
が
つ
く
ら
れ
た
か
と
い
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
語

の
か
た
ち
が
、
日
本
固
有

語
、
古
典
中
国
語
、
西
洋

語
の
う
ち
、
ど
の
言
語
ら
し

い
か
に
よ
る
分
類
と
言
え
ま

す
。
こ
の
語
種
の
違
い
が
、

語
彙
の
な
か
で
の
役
割
の
違

い
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
語
種
の
観
点
か
ら
語

彙
の
歴
史
を
見
て
い
く
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
日
本
語
の
問
題

が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
の
意

味
で
、
日
本
語
の
語
彙
の
歴

史
を
考
え
る
と
き
、
語
種
に

注
目
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て

有
意
義
で
す
。
今
日
は
そ
の

う
ち
漢
語
に
つ
い
て
主
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
ま
す
。

近
代
語
の
コ
ー
パ
ス

私
ど
も
の
研
究
所
で
は
、
近
代
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ー
パ
ス
を
つ
く
っ
て
い
ま

す
。
コ
ー
パ
ス
に
つ
い
て
な
じ
み
の
な
い
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

少
し
解
説
を
し
て
お
き
ま
す
（
図
4
）。

コ
ー
パ
ス
と
は
、
言
葉
の
研
究
の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
す
。
実
際
に
話
さ

図3　語種とは何か―和語・漢語・外来語―

図4　コーパスとは何か

和　語 日本固有の語彙、訓読みする語彙 
桜（さくら）、桜花（さくらばな）、花見、愛（め）でる、
粉（こ）、粉（こな）、くさめ、くしゃみ、むずむず、
むずがゆい

漢　語 古典中国語から借用した語彙、音読みする語彙、日
本でつくられた和製漢語も含む 
桜花（おうか）、賞美、花粉、鼻炎、炎（えん）、敏感、
愛、美術、学校、悪化

外来語 古典中国語以外の言語（主として西洋語）から借用し
た語彙、日本でつくられた和製外来語も含む 
チェリー、デリケート、アレルギー　　

混種語 和語・漢語・外来語が２種類以上組み合わさった語 
さくらんぼ、愛する、花粉アレルギー 

・ 語種とは、語の形が、日本固有語・古典中国語・西洋
語のうち、どの言語らしいかによる分類と言ってよい。

・ 語種の違いが、語彙のなかでの役割の違いと関わる。
・ 日本語の語彙の歴史は、語種の観点から描きやすい。　

・ 言語研究のためのデータベース
・ 実際に話されたり書かれたりした生の言葉が集積されている
・ 研究対象の言語を代表できるように資料が選定されている
・ 電子化され様々な情報がタグ付けされている
・ 誰でも使うことができる
・ 英語をはじめ世界の主要な言語で構築が進んでいる
・ 日本語のコーパスは国立国語研究所が中心になって構築中
 『日本語歴史コーパス 平安時代編』（平安時代の和文） 
『明六雑誌コーパス』（明治初期の学術総合雑誌） 
『太陽コーパス』（明治後期～大正期の総合雑誌） 
『近代女性雑誌コーパス』 （明治後期～大正期の女性雑誌） 
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（現代の書き言葉） 
『日本語話し言葉コーパス』（現代の話し言葉） 
「UniDic」という電子化辞書で単語情報を自動付与できる
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れ
た
り
、
書
か
れ
た
り
し
た
生
の
言
葉
を
た
く
さ

ん
集
め
、
そ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
集
積
さ
れ

て
い
ま
す
。
研
究
対
象
の
言
語
を
代
表
で
き
る
よ

う
に
資
料
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、
研
究
目
的
に

応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
取
り
出
せ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
検
索
の
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
情
報
が
タ
グ
付
け
さ
れ
て
い
ま
す
。
特

に
日
本
語
の
場
合
、
分
か
ち
書
き
さ
れ
な
い
と

か
、
漢
字
や
片
仮
名
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
を
使

う
表
記
が
多
様
で
あ
る
た
め
、
タ
グ
付
け
を
き
ち

ん
と
し
て
お
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
に
な
り
ま

す
。も

う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
つ
く
っ
た

研
究
者
が
使
う
だ
け
で
は
な
く
、
誰
で
も
同
じ

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
い
、
そ
こ
か
ら
あ
ら
わ
れ
る

言
語
現
象
を
も
と
に
、
み
ん
な
で
議
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
英
語
を
は
じ
め
世

界
の
主
要
な
言
語
で
構
築
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、

日
本
語
の
コ
ー
パ
ス
は
私
ど
も
の
研
究
所
が
中
心

に
な
っ
て
構
築
中
で
す
。
古
い
と
こ
ろ
で
は
平
安
時
代
か
ら
、
本
日
紹
介
す
る
近

代
の
書
き
言
葉
で
は
『
明
六
雑
誌
コ
ー
パ
ス
』『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』『
近
代
女
性
雑
誌

コ
ー
パ
ス
』
を
構
築
し
て
お
り
ま
す
（
図
4
）。

ち
な
み
に
、「U

niD
ic

」
と
い
う
電
子
化
辞
書
で
単
語
情
報
を
自
動
付
与
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
語
は
分
か
ち
書
き
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
多
様
な
表

記
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
同
じ
よ
う
に
単
語
で
集

計
し
、
見
出
し
を
つ
け
て
、
ど
ん
な
言
葉
が
何
回
、

ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
が
、
自
動
的
に
わ
か

る
よ
う
に
す
る
電
子
化
辞
書
「U

niD
ic

」
を
開
発
中

で
す
。

私
ど
も
の
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
（
図

5
）、
時
代
順
に
平
安
時
代
か
ら
現
代
ま
で
七
つ
の

コ
ー
パ
ス
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
単
語

情
報
を
つ
け
る
た
め
の
「U

niD
ic

」
も
時
代
別
に
あ

り
ま
す
。
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
け

る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
関
心
の

あ
る
方
は
、
是
非
使
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。本

日
は
、
近
代
語
の
コ
ー
パ
ス
を
使
い
な
が
ら
近

代
の
漢
語
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

『
明
六
雑
誌
コ
ー
パ
ス
』と

『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』

『
明
六
雑
誌
』
は
、
の
ち
の
時
代
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
学
術
啓
蒙
雑
誌
で

す
。
当
時
の
洋
学
者
た
ち
が
、
西
洋
か
ら
取
り
入
れ
た
新
し
い
考
え
方
を
国
民
に

啓
蒙
す
る
目
的
で
創
刊
し
、
明
治
七
〜
八
（
一
八
七
四
〜
七
五
）
年
の
二
年
間
に

わ
た
っ
て
数
十
冊
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
西
周
（
一
八
二
九
〜
九
七
）、
福
沢
諭

吉
（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）
ら
一
六
人
が
書
い
て
お
り
、
語
数
は
約
一
八
万
語
と

図5　国立国語研究所のコーパス
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『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
に
比
べ
る
と
少
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に
単
語
情
報
を
つ
け
て

図
6
の
よ
う
に
画
像
を
あ
わ
せ
て
読
む
よ
う
な
か
た
ち
で
二
○
一
二
年
に
公
開
し

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、『
太
陽
』
は
、
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
、
さ
き
ほ
ど
清
水
先
生
の
お

話
に
で
て
き
た
国
語
調
査
委
員
会
が
で
き
る
数
年
前
に
創
刊
さ
れ
た
総
合
雑
誌
で

す
。
こ
の
前
年
に
始
ま
っ
た
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
〜
九
五
）
に
勝
利
し
て
、
こ
れ

か
ら
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
時
期
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
読
者
、
ジ
ャ

ン
ル
が
き
わ
め
て
広
く
、
著
者
も
『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
に
い
れ
た
五
か
年
分
六
○
冊

だ
け
で
も
一
千
人
に
な
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
創
刊
号
か
ら
六
年
か
ら
八
年
刻
み

で
、
選
ん
だ
年
に
つ
い
て
は
す
べ
て
各
年
一
二
冊
ず
つ
計
六
〇
冊
の
全
文
を
対
象

に
コ
ー
パ
ス
を
構
築
し
ま
し
た
。
総
文
字

数
は
約
一
、四
五
○
万
字
、
約
八
〇
〇
万

語
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
○
○
五
年
に

公
開
し
、
現
在
単
語
情
報
付
与
の
作
業
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
だ
完
全
に

終
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
は
『
太

陽
コ
ー
パ
ス
』
は
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
と
し
て

入
手
し
て
い
た
だ
い
て
（
博
文
館
新
社
刊

行
）、
解
析
す
る
辞
書
「U

niD
ic

」
を
国

語
研
究
所
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し

て
い
た
だ
い
て
、
こ
れ
に
か
け
れ
ば
、
単

語
の
頻
度
等
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

『
明
六
雑
誌
コ
ー
パ
ス
』と『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』に
お
け
る

語
種
構
成
比
率

図
7
は
、『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
「
桜
花
」
を
検
索
し
た
画
面
で
す
。「
桜
花
」
と

い
う
文
字
の
前
後
の
文
脈
が
で
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
年
の
何
号
の
、
誰
が
書

い
た
ど
の
記
事
に
で
て
く
る
か
一
覧
で
表
示
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
番
右
側

に
話
者
と
種
別
で
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
四
番
目
の
「
桜
花
」
の
例
は
、
本
居
宣

長
（
一
七
三
〇
〜
一
八
〇
一
）
の
、
和
歌
に
で
て
い
る
場
合
で
す
。
そ
れ
に
は
典
拠

が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
画
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
語
彙
が
い
つ
ご
ろ
使
わ

れ
て
い
た
か
、
ど
ん
な
人
が
使
っ
て
い
た
か
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

図6　『明六雑誌コーパス』

2014/06/09	 6	

『明六雑誌コーパス』	

学術啓蒙雑誌『明六雑誌』	  
　（明治7～8（1874-‐75）年刊）の全文を対象	  
	  
総語数：約１８万語	  
著者数：１６人	  
	  
単語情報によって検索できる	  
原文画像とリンクあり	  
	  
2012年公開	  
	  
国語研サイトから無料ダウンロード可	  
	

学術啓蒙雑誌『明六雑誌』 
（明治7～ 8（1874～ 75）年刊）の全文を対象
総語数：約18万語 
著者数：16人
単語情報によって検索できる 
原文画像とリンクあり
2012年公開
国語研サイトから無料ダウンロード可
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『
明
六
雑
誌
コ
ー
パ
ス
』
と
『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
の
語
種
構
成
比
率
を
一
覧
に
す

る
と
、
図
8
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
は
平
安
期
か
ら
現
代
ま
で
を
大
き

く
並
べ
ま
し
た
が
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
か
ら
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
ま

で
に
限
っ
て
語
種
構
成
比
率
を
見
て
も
、
漢
語
は
次
第
に
減
っ
て
い
き
、
そ
の
分
、

和
語
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
外
来
語
、
混
種
語
は
こ
の
時
期
、
大

き
な
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

漢
語
が
減
っ
て
い
く
の
で
使
わ
れ
な
く
な
る
漢
語
が
多
い
だ
ろ
う
と
い
う
見
当

が
つ
き
ま
す
。
図
9
に
あ
げ
た
「
安
栄
」「
易
直
」「
一
姓
」
な
ど
は
、『
明
六
雑
誌
』

18.4%	  

28.6%	  

27.7%	  

30.1%	  

31.4%	  

33.5%	  

76.5%	  

65.5%	  

66.1%	  

63.2%	  

62.4%	  

58.8%	  

0%	   20%	   40%	   60%	   80%	   100%	  

明六1874-‐75年

太陽1895年

太陽1901年

太陽1909年

太陽1917年

太陽1925年

和語	 外来語	 混種語	 漢語	

図8　『明六雑誌コーパス』『太陽コーパス』の語種構成比率

異なり語数による集計

図9　『明六雑誌コーパス』に一定頻度以上あり、『太陽コーパス』
にない漢語（一部）

外交に於ては他邦の民情及び之を統治する所の制度を知り以て
我国人の安栄幸福に至る可き目的を定め

（『明六雑誌』10号・杉亨二「真為政者の説」1875年）

本居宣長の  「式島の日本心を人問ば朝日に香ふ山桜花」  と詠
ぜしは即ち此易直の質を以て我が国民の気風に烙記を居ゑたる
者にて

（『明六雑誌』32号・西周「国民気風論」1875年）

安栄（安らかに栄えること）　　易直（安らかで素直なさま）
一姓（出身を同じくすること）　 遺力（残された力）
役使（命令して使うこと）　　　外顕（外に現れること）

図7　『太陽コーパス』で「桜花」を検索した画面
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に
は
か
な
り
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、『
太
陽
』
で
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
ま
せ

ん
。ち

な
み
に
、「
外
交
に
於
て
は
他
邦
の
民
情
及
び
之
を
統
治
す
る
所
の
制
度
を

知
り
以
て
我
国
人
の
安
栄
幸
福
に
至
る
可
き
目
的
を
定
め
」（『
明
六
雑
誌
』
一
○

号
・
杉
亨
二
「
真
為
政
者
の
説
」
一
八
七
五
年
）
で
、「
我
国
人
の
安
栄
幸
福
に
至

る
可
き
」
の
「
安
栄
」
と
い
う
語
は
、
安
ら
か
に
栄
え
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
字

を
見
れ
ば
見
当
は
つ
き
ま
す
が
、
現
代
語
で
は
す
で
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
の
時
代
、
つ
ま
り
明
治
後
期
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
語
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
初
期
に
た

く
さ
ん
あ
っ
た
漢
語
の
多
く
が
使
わ

れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』の
初
め
の

こ
ろ
の
年
次
、
明
治
二
八（
一
八
九
五
）

年
、
明
治
三
四（
一
九
〇
一
）
年
に
は

一
定
頻
度
以
上
あ
り
ま
す
が
、
後
半

の
大
正
六（
一
九
一
七
）年
、
大
正
一
四

（
一
九
二
五
）年
に
は
な
い
漢
語
の
一
部

を
図
10
に
示
し
ま
す
。「
靉ア
イ

靆タ
イ

」（
雲

な
ど
が
厚
く
空
を
覆
っ
て
い
る
こ

と
）、「
紫
雲
靉
靆
た
る
処
」
と
い
っ

た
言
い
回
し
に
あ
る
「
靉
靆
」
と
い

う
語
は
、
数
十
年
の
あ
い
だ
に
ま
っ

た
く
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。

近
代
の
語
彙
に
お
け
る
漢
語
の
性
質

漢
語
が
減
っ
て
い
く
の
は
漢
語
の
勢
力
が
衰
え
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

そ
う
で
す
が
、
実
際
の
語
彙
は
も
う
少
し
複
雑
で
す
。
そ
う
単
純
に
漢
語
が
す
べ

て
衰
え
て
い
く
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

語
彙
の
構
成
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
語
彙
は
あ
る
構
造
を
持
っ

て
層
を
な
し
て
お
り
ま
す
。
図
11
は
そ
の
こ
と
を
同
心
円
で
表
し
て
い
ま
す
。
中

心
部
に
き
わ
め
て
よ
く
使
わ
れ
る
重
要
な
語
、
す
な
わ
ち
基
本
語
が
あ
り
、
周
辺

図10　『太陽コーパス』の当初の年次（1895年、1901年）に一定頻
度以上あり、後の年次（1917年、1925年）にはない漢語（一部）

氏が着色画中の傑作たるが如し紫雲靉靆たる処光明十方を照ら
し唯見る至尊の金容蓮上に儼然として円満の法界を現ずるを　

（『太陽』1895年3号・岡倉天心「橋本雅邦」）
故れ余輩が所謂世詩は、花に譬へば桜花の如く、学問に配す
れば哲学の如く、怡々として美人に対し、肅々として聖哲に対
するが如し、　

（『太陽』1895年11号・桐生悠 「々社会と詩歌と」）

靉靆（アイタイ、雲などが厚く空を覆っていること）　
怡怡（イイ、よろこび楽しむさま）
畏憚（おそれて遠慮すること）　　衣袂（イベイ、着物のたもと）　　　　　  
叡聖（徳があり賢明であること）

図11　近代の語彙における漢語の性質

基本語
　語彙の中心にある
　不動で
　高頻度な語
周辺語
　語彙の周辺にある
　流動的で
　低頻度な語

和　語：基本語と
　　　　周辺語に多い
漢　語：中間語に多い
外来語：周辺語に多い

和語・外来語に
は動きが少ない

明治期から大正期にかけて周辺語化
する語彙の約80％は漢語
明治期から大正期にかけて基本語化
する語彙の約65％は漢語

周辺語化する語彙に
も基本語化する語彙
にも漢語が多い
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部
に
い
く
ほ
ど
頻
度
が
低
く
、
あ
ま
り
重
要
で
な
い
、
滅
多
に
使
わ
れ
な
い
語
彙

と
な
り
ま
す
。
そ
の
図
で
は
五
段
階
で
示
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
こ
れ
が
連
続

的
に
層
を
な
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
代
語
の
語
彙
調
査
で
も
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
す
が
、
一
般
的
に
、
中
心
の
基
本
語
に
は
和
語
が
多
く
、
周
辺
の

語
彙
に
外
来
語
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
和
語
は
基
本
語
か
ら
中
間
語
、

周
辺
語
ま
で
万
遍
な
く
広
が
っ
て
い
ま
す
。

漢
語
の
特
徴
は
、
中
間
語
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
和
語
、
漢
語
、
外
来
語

と
い
う
語
種
の
区
別
が
、
日
本
語
の
語
彙
を
考
え
る
と
き
に
き
わ
め
て
重
要
な
視

点
を
提
供
す
る
と
最
初
に
述
べ
ま
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
日
本
語
の
語
彙
の
な
か

で
の
役
割
を
見
て
も
、
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
一
般
的
な
性
質
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
中
間
的
な
段
階
に
多
い
漢
語
が
、
大
き
く
変
化
す
る
近
代
に
お

い
て
は
外
側
へ
い
き
、
周
辺
語
化
し
て
い
く
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
コ
ー
パ
ス
を
使
う
と
、
数
値
を
基
準
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き

ま
す
。
今
日
そ
の
基
準
の
と
り
方
を
説
明
す
る
こ
と
は
煩
雑
で
す
の
で
や
め
ま
す

が
、
あ
る
基
準
で
周
辺
語
化
す
る
語
彙
を
抽
出
す
る
と
、
そ
の
約
八
割
は
漢
語
で

し
た
。
一
方
、
だ
ん
だ
ん
基
本
語
化
す
る
語
彙
の
約
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
漢
語
で

し
た
。
つ
ま
り
、
非
常
に
多
く
の
漢
語
が
語
彙
の
な
か
で
の
位
置
を
変
え
て
動
き
、

和
語
と
外
来
語
は
あ
ま
り
動
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
近
代
に
お
け
る
語
彙
の
一

つ
の
特
徴
と
し
て
指
摘
で
き
ま
す
。

頻
度
が
増
加
す
る
漢
語
―
基
本
語
化
す
る
漢
語
―

周
辺
語
化
す
る
漢
語
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
「
靉
靆
」「
易
直
」
な
ど
と
い
っ
た

言
葉
で
、
多
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
基
本
語
化
す
る
語
彙
に
も
漢
語
が
多
く

あ
り
ま
す
。
今
日
は
こ
の

基
本
語
化
し
て
現
在
に
も

生
き
残
っ
て
重
要
な
語
と

し
て
は
た
ら
い
て
い
る
も

の
に
注
目
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

頻
度
が
増
え
て
い
く
と

同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人

が
使
う
よ
う
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ

な
ジ
ャ
ン
ル
、
会
話
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
使
わ
れ
方
も
広
が
っ
て

い
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
、『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
を
中
心
に
見
て
み
ま
す
。
頻
度
の

増
加
す
る
こ
と
を
指
標
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
漢
語
が
、
ど
の
よ
う
に
基
本
語
化

し
て
い
っ
た
か
、
つ
ま
り
日
本
語
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
か
を
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
、
あ
る
基
準
で
基
本
語
化
す
る
漢
語
を
取
り
出
し
た
と
申
し
ま
し
た

が
、
実
際
は
百
数
十
語
が
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
わ
か
り
や
す
い

も
の
を
い
く
つ
か
図
12
に
示
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
野
球
」「
映
画
」
は
江
戸
時

代
以
前
に
は
な
く
、
近
代
に
な
っ
て
欧
米
か
ら
は
い
っ
て
き
て
日
本
社
会
に
浸
透

し
て
い
っ
た
語
彙
で
す
。
野
球
と
い
う
語
は
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
ま
で
一

回
も
で
て
き
ま
せ
ん
。
明
治
四
二（
一
九
〇
九
）
年
に
で
て
き
ま
す
。

映
画
は
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
か
ら
四
回
、
二
二
回
。
そ
の
他
、「
投
資
」

「
摂
取
」「
印
象
」「
活
躍
」「
努
力
」「
実
現
」「
優
秀
」「
表
現
」
と
い
っ
た
漢
語
は
、

当
初
は
な
か
っ
た
か
非
常
に
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
後
期
、
大
正
に
か
け



31 講 演‖漢語が日本語に溶け込むとき

て
頻
度
を
増
や
し
ま
す
。
日
本
語
と
し
て
基
本
語
化
し
た
わ
け
で
す
。
次
に
、
い

く
つ
か
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
」か
ら「
野
球
」へ
、「
活
動
写
真
」か
ら「
映
画
」へ

ま
ず
「
野
球
」
と
い
う
語
で
す
。
い
き
な
り
野
球
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
「
野
球
」

と
い
う
語
が
広
が
っ
た
と
い
う
単
純
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
め
は
ア
メ
リ

カ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
視
察
に
い
っ
た
人
の
報
告
に
、
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
場
が

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
、
片
仮
名
の
「
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
」
が
外
来
語
と
し
て
表
現
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
に
は
い
っ
て
こ
の
球
技
が
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
く
と
、「
早

稲
田
対
慶
應
の
野
球
仕
合
」
と
い
う
よ
う
に
、「
野
球
」
と
い
う
語
に
変
わ
り
ま
す

（
図
13
）。

「
映
画
」
も
そ
う
で
す
。
ま
ず
は
、「
活
動
写
真
」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

で
て
、
大
正
時
代
に
な
る
と
「
映
画
」
と
い
う
語
が
普
通
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、

「
活
動
写
真
」
と
い
う
語
も
少
し
使
わ
れ
続
け
ま
す
。

当
初
の
よ
り
原
始
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
少
し
ず
つ
、

動
き
回
る
写
真
と
い
う
「
活
動
写
真
」
か
ら
「
映
画
」

へ
進
歩
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
語
が
試
み
ら
れ
、「
映
画
」
と
い
う
語
で
定
着
し
て

い
き
ま
す
。
新
し
い
事
物
が
は
い
っ
て
き
て
、
そ
れ

と
同
時
に
そ
の
名
前
が
定
着
す
る
、
溶
け
込
む
と
い

う
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
で
表
現
し
な
が
ら
、
ど
の

語
を
使
う
と
新
し
い
事
物
に
ぴ
っ
た
り
く
る
か
、
日

本
社
会
の
一
つ
の
事
物
と
し
て
定
着
し
て
い
く
か
。

そ
こ
に
は
物
事
、
事
物
、
概
念
と
、
言
葉
、
特
に
漢

語
と
が
か
か
わ
り
あ
い
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
い

つ
し
か
一
つ
の
語
に
決
ま
っ
て
い
く
過
程
を
経
て
い

く
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
投
資
」
と
い
う
言
葉
も
「
野
球
」
と
同
じ
こ
ろ
使

わ
れ
始
め
ま
す
。『
明
六
雑
誌
』
四
○
号
で
は
、「
百

円
の
価
に
十
円
を
投
ず
る
如
く
」
と
で
て
き
ま
す
が
、

2014/06/10	 12	

基本語化する漢語の年次別頻度（一部）	

語	 品詞	 1874-5年	 1895年	 1901年	 1909年	 1917年	 1925年	 計	

野球	 名詞	 　	 　	 　	 14	 2	 16	 32	

映画	 名詞	 　	 　	 　	 　	 4	 22	 26	

投資	 名詞-サ変可能	 　	 　	 30	 13	 18	 24	 85	

摂取	 名詞-サ変可能	 　	 1	 5	 23	 16	 24	 69	

印象	 名詞-サ変可能	 1	 　	 6	 55	 70	 39	 170	

活躍	 名詞-サ変可能	 　	 　	 1	 12	 47	 82	 142	

努力	 名詞-サ変可能	 3	 11	 12	 95	 324	 300	 742	

実現	 名詞-サ変可能	 　	 10	 22	 84	 177	 97	 390	

優秀	 形状詞-一般	 　	 4	 3	 24	 59	 44	 134	

表現	 名詞-サ変可能	 　	 5	 55	 69	 68	 73	 270	

図12　基本語化する漢語の年次別頻度（一部）

図13　「ベースボール」から「野球」へ、「活動写真」から「映画」へ

愉快廻ぐりの建物、山羊車、鞦韆、競走場、ベースボール場等の
設けあれば桑港の小児は絶えず茲に集へり。

（『太陽』1895年2号・山岸藪鶯「桑港繁昌記」）

早稲田対慶應の野球仕合は当分見られぬ事となれり
（『太陽』1909年14号・無署名「小是非」）

各劇場は活動写真、義太夫、手品等を興行して大入を占めようとし　　　　　　　
（『太陽』1901年10号・上司子介「寄席と家庭」）

次の映画が始まつた時、牧田はもうお重の隣へ席を遷してぴつたり
寄り添ひ乍らひそ～～話し合つて居た。

（『太陽』1917年10号・谷崎精二「淋しけれども」）
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一
八
九
五
年
の『
太
陽
』

で
は
、「
其
田
圃
は
資
本

を
投
ず
べ
き
の
業
場
に
あ

ら
ず
し
て
」
と
か
「
大
学

在
職
中
聊
か
資
金
を
投
じ

て
該
器
を
調
製
せ
し
め
」

と
い
っ
た
言
い
方
が
先
に

で
て
き
ま
す
。
そ
こ
か

ら
、「
投
資
」
と
い
う
二

字
の
漢
語
が
で
き
、「
投

資
」
と
い
う
語
で
定
着

し
て
い
き
ま
す
（
図
14
）。

や
は
り
、
概
念
と
言
葉
が

試
行
錯
誤
を
経
な
が
ら
一

体
化
し
て
、
そ
の
概
念
が

日
本
語
の
な
か
に
き
ち
ん

と
は
い
っ
て
い
く
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、「
摂
取
」
と
い
う
字
面
の
言
葉
は
、
古
く
か
ら
あ
り
ま
す
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』
は
平
安
末
期
の
説
話
集
か
ら
あ
げ
て
お
り
ま
す
（
図
15
）。
仏
が
衆
生
を

救
う
こ
と
と
い
う
意
味
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
の
福
沢
諭
吉
の
例
を
ひ
い
て
い

る
部
分
に
は
、「
自
分
の
も
の
と
し
て
と
り
入
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
栄
養
に
な
る

物
な
ど
を
体
内
に
と
り
入
れ
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
随
分
意
味
が
離
れ
て
お
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
語
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
新
し
い
意
味
の
言
葉
が
で
き
、

そ
れ
が
た
ま
た
ま
摂
取
と
同
じ
表
記
で
あ
っ
た
の
で
、
同
じ
語
の
よ
う
に
見
え
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一
見
同
じ
よ
う
な
語
で
も
、
そ
こ
に
意
味
の
大
き
な
違

い
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
交
替
が
見
え
て
い
る
も
の
も
結
構
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
に
は
、
さ
き
ほ
ど
の
図
15
の
一
番
目
の
仏
教
語
の
意
味
は
、

漢
文
の
引
用
箇
所
に
だ
け
見
ら
れ
ま
す
。
多
く
の
例
は
、
二
番
目
の
「
自
分
の
も

の
と
し
て
、
自
分
の
精
神
に
と
り
入
れ
る
」、
あ
る
い
は
「
栄
養
と
し
て
物
理
的
に

自
分
の
体
に
と
り
入
れ
る
」
の
意
味
で
す
。
こ
の
よ
う
に
新
し
い
語
が
近
代
で
つ

く
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
ス
ッ
と
定
着
し
た
と
い
う
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
過
程
が
あ
っ 図15　「摂取」の意味交替

『日本国語大辞典 第2版』（小学館）

（1） 仏語
 （イ）おさめとってまもること。仏が衆生を救うこと
 *九冊本宝物集〔1179頃〕「摂取の光明は念仏者を照し給
ふ」

（2） 自分のものとしてとり入れること。また、栄養になる物な
どを体内にとり入れること

 *文明論之概略〔1875〕〈福沢諭吉〉五・九「其教は悉皆政権
の中に摂取せられて」

『太陽コーパス』

（1） の意味　※漢文の引用箇所にだけ見られる
 経に「光明遍照、十方世界、念仏衆生、摂取不捨」と云へるを
（1895年2号・加藤咄堂「禅学流行の主因及禅宗の現勢」）

（2） の意味　※多く見られる
 一は英国の思想を摂取したるものにして（1901年10号・無
署名「人物月旦」）

 脂肪を摂取して健康を保持し（1925年12号・岡村金太郎
「肝油みそ汁の話」）

図14　「資本（資金）を投ずる」から「投資」へ

百銭の価に十円金を投ずる如く
（『明六雑誌』40号・阪谷素「養精神一説（一）」1875年）

其田圃は資本を投ずべきの業場にあらずして
（『太陽』1895年4号・横井時敬「土地兼併の弊害」）

大学在職中聊か資金を投じて該器を調製せしめ
（『太陽』1895年7号・無署名「科学」）

是れコーク製造工業より生ずる利益が資本家をして大に此工業
へ投資せしめたるが為なり。

（『太陽』1901年2号・金子篤寿「工業世界」）



33 講 演‖漢語が日本語に溶け込むとき

て
、
や
が
て
あ
る
語
に
決
ま
っ
て
基
本
語
化
し
て
い
く
こ
と
が
見
え
ま
す
。
そ
の

あ
た
り
を
も
う
少
し
丁
寧
に
見
て
い
き
ま
す
。

意
味
変
化
を
起
こ
し
て
基
本
語
化
す
る
漢
語

図
16
は
、『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
「
活
躍
」
の
用
例
を
検
索
し
た
も
の
の
一
部
で

す
。『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
検
索
す
る
と
、
用
例
が
時
代
順
に
並
ん
で
表
示
さ
れ

ま
す
。
一
番
古
い
例
は
、
明
治
三
四
（
一
九
〇
一
）
年
八
号
に
あ
る
「
エ
ミ
ー
ル
・

オ
ー
リ
ッ
ク
」
と
い
う
題
名
の
記
事
で
す
。
エ
ミ
ー
ル
・
オ
ー
リ
ッ
ク
（
一
八
七
〇

〜
一
九
三
二
）
と
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
人
名
で
、
そ
の
人
の
こ
と
を
吉
岡
芳
陵
が

書
い
て
い
ま
す
。
典
拠
の
欄
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
典
拠
に
記
述
が
あ
る
の

は
、
そ
の
記
事
の
著
者
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
著
者
が
ど
こ
か
か
ら
引
用
し

て
い
る
か
、
小
説
の
場
合
だ
と
誰
か
の
会
話
部
分
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
す
。
そ

の
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
表
示
さ
れ
ま
す
。

「
活
躍
」
の
初
出
例
を
見
る
と
、
典
拠
「
ス
チ
ュ
ー
デ
ィ
オ
」
と
あ
り
ま
す
。
調

べ
て
み
る
と
、
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
『
ス
チ
ュ
ー
デ
ィ
オ
』
と
い
う
雑
誌
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
エ
ミ
ー
ル
・
オ
ー
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
記
事
を
、

吉
岡
が
訳
し
て
『
太
陽
』
に
載
せ
た
よ
う
で
す
。
図
16
に
そ
の
例
を
示
し
ま
す
が
、

「
悉
く
活
躍
の
妙
を
呈
し
来
ら
ざ
る
な
し
」。
お
そ
ら
く
、
こ
の
文
の
背
後
に
西
洋

の
言
語
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
、『
太
陽
』
と
比
較
す
る
た
め
に
『
近
代
女
性
雑
誌
コ
ー
パ
ス
』
で

「
活
躍
」
を
検
索
す
る
と
、
最
初
に
で
て
く
る
の
は
「
米
国
ハ
リ
ス
夫
人
の
寄
書
」

（
一
八
九
五
年
二
号
）
で
す
。
こ
れ
も
ア
メ
リ
カ
の
フ
ロ
ラ
・
ビ
ー
・
ハ
リ
ス
が
書

い
た
も
の
を
訳
し
た
も
の
で
す
。

図16　「活躍」の初出例

彼れは軽く一筆を着けて立ろに物の感情を写し彼れの筆に入るものは
悉く活躍の妙を呈し来らざるなし

（『太陽』1901年8号・吉岡芳陵「エミール・オーリック」）

貴国の詩人福地源一郎氏が歌はれし帝国萬歳萬々歳なる
活躍文字を読むにつけ

（『女学雑誌』フロラ・ビー・ハリス「米国ハリス夫人の寄書」1895年2号）
※『近代女性雑誌コーパス』における初出例

西洋語からの翻訳
芸術作品に描かれたものについて

『太陽コーパス』で「活躍」を検索した画面の一部
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「
活
躍
」
が
翻
訳
語
だ
と
い
う
研
究
は
、
今
の
と
こ
ろ
私
が
見
た
限
り
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。『
太
陽
』
と
『
女
学
雑
誌
』
で
両
方
と
も
最
初
に
で
て
く
る
の
が
、
西

洋
人
が
書
い
た
も
の
の
翻
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
は
西
洋
語
の
翻
訳
語
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
コ
ー
パ
ス
で
は
原
文
は
コ
ー
パ
ス
化
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
原
語
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
ど
ち
ら
も
、
絵
画
や
詩
歌
の
よ
う
な
芸
術
作
品
に

描
か
れ
て
い
る
物
象
が
、
そ
の
絵
や
文
の
な
か
で
勢
い
よ
く
踊
る
と
い
う
意
味
合

い
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
現
代
語
の
、
人
間
な
ど
が
活
躍
す
る
と
い
う
意

味
と
は
少
し
違
い
ま
す
。

少
し
詳
し
く
見
ま
す（
図
17
）。「
活
躍
」
と
い
う
語
は
、
は
じ
め
絵
画
や
文
章
、

芸
術
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
勢
い
よ
く
踊
る
と
い
う
意
味
で
し
た
。

そ
れ
は
図
17
の
上
の
二
つ
の
例
の
よ
う
に「
躍
動
」「
活
動
」
な
ど
、「
活
躍
」の
類
義

語
も
同
じ
で
す
。
コ
ー
パ
ス
の
初
期
の
例
で
は
、
こ
れ
ら
の
類
義
語
は
、
す
べ
て
そ

の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
期
に
な
る
と
、「
山
本
君

の
精
力
、
あ
の
活
躍
ぶ
り
は
」（『
太
陽
』一
九
一
七
年
六
号
、
坪
内
士
行
「
社
会
劇

都
へ
」）や
、「
躍
動
す
る
人
々
の
数
を
挙
ぐ
れ
ば
」（『
太
陽
』一
九
二
五
年
五
号
、
好

学
出
人「
我
国
事
業
界
に
於
け
る
慶
応
閥
の
努
力
」）、「
国
家
の
活
動
に
依
頼
し
て
」

（『
太
陽
』一
八
九
五
年
六
号
、
天
野
為
之「
国
債
償
還
論
」）な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
意
思
を
持
っ
た
も
の
が
動
き
回
る
と
い
う
意
味
合
い
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

「
活
躍
」
一
語
の
変
化
で
は
な
く
、「
躍
動
」「
活
動
」
の
頻
度
も
こ
の
時
期
増
え

て
い
き
ま
す
（
図
17
）。
こ
う
い
っ
た
類
義
語
は
同
じ
よ
う
な
意
味
変
化
を
起
こ
し

て
い
た
こ
と
に
、
コ
ー
パ
ス
を
見
る
こ
と
で
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
数
百
例
が
ぞ
ろ
ー
っ
と
で
て
く
る
も
の
を
細
か
く
分
析
し
て
い
く
と
、

実
際
に
、
い
つ
ご
ろ
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
こ
っ
た
か
が
か
な
り
詳
し
く
わ
か
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
が
、
コ
ー
パ
ス
を
活
用
す
る
こ
と
で
新
し
く
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
コ
ー
パ
ス
を
使
う
醍
醐
味
だ
と
思
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
語
に
つ
い
て
、
い
つ
ご
ろ
使
わ
れ
始
め
て
、
ど
う
変
化

し
て
い
っ
た
の
か
が
わ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
努
力
」
と
い
う
言
葉

は
、
き
わ
め
て
当
た
り
前
の
言
葉
の
よ
う
に
思
え
ま
す
し
、
字
面
自
体
、
古
代
か 図17　「活躍」「躍動」「活動」の意味変化

美術の大作か宗教的心霊の手に成る偶然に非ず、 霊精躍動し、 神気晃燿た
る、 雄作が能く人の心をして無限の歓喜と信楽を起さしむるも亦此が為の
み、 （『太陽』 1895年12号・無署名「宗教」）

歴史は記憶の再現にして、美文は空想の活動なり。
（『太陽』1895年3号・石橋忍月「美文と歴史との間に一線を画す」）

それに又山本君の精力、あの活躍ぶりは普通の者には到底出来ないからな。 
（『太陽』 1917年6号・坪内士行「社会劇 都へ（二幕）」）

今義塾出身者にして各種の銀行会社に躍動する人々の数を挙ぐれば
（『太陽』1925年5号・好学山人「我国事業界に於ける慶応閥の努力」）

国家の活動に依頼して （『太陽』1895年6号・天野為之「国債償還論」）

	  
	  1895 12 	  

	  
1895 3 	  

	  
	  

	  1917 6
	  

1925 5 	  
1895 6

1895 1901 1909 1917 1925

- - 0 1 12 47 82
- - 1 3 2 4 8
- - 106 131 255 268 214
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ら
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
代
語
と
同
じ
「
頑
張
る
」「
つ
と
め
る
」
と
い
っ
た
意

味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
期
で
す
（
図
18
）。『
明
六
雑
誌
』
に
も

「
憤
発
努
力
」
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。「
憤
発
」
と
か
い
う
現
代
語
の
努
力
よ
り
も
っ

と
、
う
ん
と
気
合
い
を
入
れ
て
頑
張
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
つ
ま
り
頑
張
る
度

合
い
が
当
初
の
努
力
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
強
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

図
19
は
、「
努
力
」
と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
に
あ
た
る
大
和
言
葉
、
和
語
の
「
つ

と
め
る
」
と
い
う
言
葉
の
前
に
く
る
助
詞
を

比
較
し
た
も
の
で
す
。
左
側
の
グ
ラ
フ
で
青

は
「
〜
を
つ
と
め
る
」「
功
を
積
む
こ
と
を
つ

と
め
る
」、
つ
ま
り
、
つ
と
め
る
目
的
語
が

「
を
」
で
示
さ
れ
る
も
の
で
す
。
赤
は
、「
〜

に
つ
と
め
る
」
で
す
。「
実
を
挙
げ
る
事
に
つ

と
め
る
」。
ご
覧
の
よ
う
に
、
初
め
は
「
を
」

が
中
心
で
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
「
に
」
が
中

心
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
段
階
的
な
少
し

ず
つ
の
変
化
で
す
。
一
方
、
右
側
の
グ
ラ
フ

の
「
努
力
」
と
い
う
言
葉
は
、「
を
」
は
ほ
と

ん
ど
と
り
ま
せ
ん
。
初
め
か
ら
「
に
」
を
と

る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
て
、
頻
度
が
増

え
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
つ
と
め
る
」
と

い
う
言
葉
が
、「
を
」
よ
り
「
に
」
を
と
る
よ

う
に
意
味
変
化
し
て
、
そ
の
意
味
変
化
と
あ

わ
せ
る
よ
う
に
、「
努
力
」
と
い
う
言
葉
が
基

本
語
化
し
て
い
き
ま
し
た
。「
努
力
」
単
独
で

基
本
語
化
す
る
と
い
う
よ
り
、
他
の
語
の
関
係
性
の
う
え
で
こ
の
語
が
必
要
と
さ

れ
、
日
本
語
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

漢
語
が
日
本
語
に
溶
け
込
む
と
き

こ
の
よ
う
に
基
本
語
化
を
、
よ
り
わ
か
り
や
す
く
溶
け
込
む
と
い
う
よ
う
な
比

図18　「努力する」の意味変化

図19　「～をつとめる」から「～につとめる」への変化と「努力する」の基本語化

竊に望むらくは諸君更に憤発努力して速に我帝国至当の治刑條例を草
定奏上せんヿを （『明六雑誌』10号・津田真道「拷問論」  1874年）

人あるべし 王法の賞の及ぶところに非ずとも天皇の褒賞必ず疑あるべか
らざるヿなれば努力せざるべからず

（『明六雑誌』37号・中村正直「賞罰毀誉論」 1875年）

当局者須らく條約上の権利を維持することに努力せざる可からず。
（『太陽』1909年4号・浮田和民「米国に於ける排日問題」）

温故知新の功を積むヿを勉めたれば
（『明六雑誌』10号・中村正直「西学一斑（一）」

聯合の實を擧げる事に勉めて居る
　　　　（『太陽』1909年6号・牧野伸顕（談）「名士の墺洪国観」）

條約上の権利を維持することに努力せざる可からず
　　　　（『太陽』1909年4号・浮田和民「米国に於ける排日問題」）
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れ
る
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
ら
い
の
使
用
頻
度
に
な
り
ま
す
（
図
21
）。「
卓
絶
」

「
卓
越
」「
卓
抜
」
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
類
義
語
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
け
っ

し
て
基
本
語
化
す
る
こ
と
な
く
、
周
辺
の
語
に
置
か
れ
た
ま
ま
で
す
。
大
和
言
葉

で
も
「
秀
で
る
」
と
い
う
語
は
、
や
は
り
頻
度
が
低
い
ま
ま
、
む
し
ろ
減
っ
て
い
き

ま
す
。「
す
ぐ
れ
る
」
と
「
優
秀
」
の
二
つ
が
基
本
語
化
し
て
、
日
本
語
の
語
彙
と

し
て
定
着
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
図
22
）。
こ
の
よ
う
に
近
代
に
さ
ま
ざ
ま
な
類
義

語
が
位
置
を
変
え
て
、
そ
の
な
か
に
漢
語
が
は
い
っ
て
き
ま
す
。

図
23
を
見
る
と「
あ
ら
わ
す
」「
あ
ら
わ
れ
る
」
が
少
し
頻
度
を
減
ら
す
な
か
で
、

「
実
現
」
と「
表
現
」
は
非
常
に
少
な
い
頻
度
か
ら
多
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
三

喩
的
な
表
現
を
し
ま
し
た
。
今
説
明
し
た
「
努
力
す
る
」
の
基
本
語
化
と
「
つ
と
め

る
」
の
頻
度
を
ま
と
め
る
と
図
20
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
は
年

に
よ
っ
て
全
体
の
語
彙
量
が
少
し
違
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
百
万
字
あ
た
り
何
回

で
て
く
る
か
と
い
う
頻
度
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
「
努
力
す

る
」
が
次
第
に
増
加
し
て
、「
つ
と
め
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
頻
度
に
な
っ
て

い
ま
す
。
和
語
と
対
等
の
漢
語
に
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

コ
ー
パ
ス
を
使
う
こ
と
で
同
じ
よ
う
な
変
化
を
す
る
も
の
が
た
く
さ
ん
見
つ
か

り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
優
秀
」
と
い
う
言
葉
は
、
初
め
は
非
常
に
少
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
一
気
に
基
本
語
化
し
ま
す
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
あ
っ
た
「
す
ぐ 0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

1895 1901 1909 1917 1925

100

図21　「優秀」の基本語化と「すぐれる」

周辺語「優秀」の用例
　康煕帝自身が優秀なる文学者にして
（『太陽』1895年6号・中西牛郎「清朝全盛の時代」）

図22　基本語「優秀」と「すぐれる」の使い分け

日本人は人種として如何に優秀であつても努力なくしては
歐米人と匹敵して、事業を経営することは出來ない。〔中略〕
我々は僅か五六十年の内に巧みに彼等の工業の外形を模
倣し得る丈けの優れた素質を有するのであるから、
（『太陽』1925年7号・藤原銀次郎「事業経営上より比較し

たる黄白両人種の優劣」）

放送無線電話聴取用無線受信機を買ふに就て、注意すべ
き事は二つある。その一つは感度の極めて鋭敏なるべきこ
と、次に選択性の優れたることである。〔中略〕受信機は
単に感度がよいばかりでは未だ完全とは申せないのである。
感度が優秀となればなるほど、

（『太陽』1925年2号・安藤博
「放送無線電話の発達とその聞き方」）
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図20　「努力する」の基本語化と「つとめる」
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い
く
と
、
微
妙
で
す
が
、
使
い
分
け
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、「
す
ぐ
れ

る
」
を
見
る
と
、「
素
質
」
と
「
選
択
性
」
と
い
う
語
句
と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
て
、

人
や
物
事
の
性
質
に
つ
い
て
言
う
と
き
は
「
優
秀
」
よ
り
「
す
ぐ
れ
る
」
の
ほ
う
を

使
う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、「
優
秀
」
は
、「
人
種
と
し
て
」、
あ
る
い
は

「
感
度
」
と
い
う
語
句
と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
て
、
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
言
う

と
き
に
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

語
が
頻
度
が
高
い
も
の
と
し
て
、
基
本
語
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当
初

の
使
わ
れ
方
を
見
る
と
、「
実
現
」
や
「
表
現
」
は
現
代
と
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す（
図

23
）。「
基
督
に
於
て
実
現
さ
れ
た
完
全
な
る
神
人
の
合
一
」「
神
と
人
が
キ
リ
ス
ト

に
よ
っ
て
合
一
さ
れ
る
」
と
言
う
よ
う
に
、
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
言
う
場
合
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
代
語
で
も
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
現
代
語
の

「
実
現
」「
表
現
」
の
広
い
用
法
の
な
か
で
は
ご
く
一
部
で
す
。
そ
し
て
、「
実
現
」

は
現
代
語
の
場
合
に
比
べ
て
な

か
な
か
実
現
し
な
い
、
そ
の
程

度
が
強
い
、
著
し
い
よ
う
な
と

き
に
使
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

当
初
は
現
代
語
の
意
味
と
少
し

違
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
よ

う
な
例
を
見
る
こ
と
で
わ
か
り

ま
す
。
そ
し
て
、
頻
度
が
増
え

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
も

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

基
本
語
化
し
た
後
の
「
優

秀
」
と
「
す
ぐ
れ
る
」
を
見
て

い
く
と
、
非
常
に
近
い
意
味

で
使
わ
れ
て
い
ま
す
（
図
22
）。

同
じ
記
事
の
な
か
で
、
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
に
、「
優
秀
」
と
「
す
ぐ

れ
る
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
よ
く
見
て

0	  	  

20	  	  

40	  	  

60	  	  

80	  	  

1895 1901 1909 1917 1925

100

図23　「実現」「表現」の基本語化と「あらわす・あらわれる」

周辺語「実現」「表現」の用例
故に支那人は未だ嘗て基督に於て実現されたる如き完全なる神人の合一
を予想せざるなり （『太陽』1895年12号・丸山通一「儒教管見」）
諺文は（中略）皆能く其処を得て言語を表現するに於て
些の阻碍あらず （『太陽』1895年5号・三宅雪嶺「国字を論す」）

図24　基本語「実現」（自動詞） と「あらわれる」の使い分け

「あらわれる」：活動によってつくり出されるもの、活動によって見える
ようになるもの

「実現」：具体的な活動そのもの、特に政治や社会に関わるもの

此の小作人の思想上に現れた変革が、彼等の行動をして力強く或る種
の理想到達手段化せしむるに到つた。

（『太陽』1925年14号・中沢弁次郞「農村争議と分配問題」）

併し真成の改革は猶ほ実現し無い、
（『太陽』1917年13号・米田実「露西亜の政局」）
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「
実
現
」
と
「
あ
ら
わ
れ
る
」
も
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
何
が
あ
ら
わ
れ
る
（
出

現
す
る
）
か
の
「
何
が
」
の
部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
語
句
を
並
べ
た
も
の
が
図
24
で

す
。
非
常
に
似
た
語
句
が
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
重
な
っ
て
い
る
も
の
は
少

な
い
で
す
。「
あ
ら
わ
れ
る
」
は
、「
宣
言
」「
話
」「
作
品
」
と
い
う
よ
う
に
活
動
に

よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
も
の
や
、「
現
象
」「
現
実
」
な
ど
活
動
に
よ
っ
て
見
え

る
よ
う
に
な
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
実
現
」
は
、
具
体
的

一
回
一
回
の
活
動
、「
合
同
」
と
か
「
独
立
」
と
か
い
っ
た
語
句
で
す
。「
更
迭
」「
協

力
」
は
一
回
一
回
の
事
柄
で
す
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
社
会
的
、
政
治
的
な
も
の

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
、
漢
語
の
ほ
う
が
近
代
的
な
文
脈
で
使
わ
れ
や

す
く
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
大
和
言
葉
、
和
語
が
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

「
実
現
」
と
「
あ
ら
わ
れ
る
」
だ
け
で
な
く
、「
優
秀
」
と
「
す
ぐ
れ
る
」
で
も
同
じ
よ

う
な
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
同
義
の
意
味
を
表
し
て
い
る
け
れ

ど
も
、
細
か
い
と
こ
ろ
で
は
意
味
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
、
和
語
と
使
い
分
け

ら
れ
る
こ
と
で
、
漢
語
が
日
本
語
に
溶
け
込
ん
で
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
と
め

漢
語
は
語
彙
の
構
成
の
中
間
あ
た
り
に
多
く
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
近
代
の

大
き
な
語
彙
の
変
化
に
よ
っ
て
、
周
辺
に
位
置
を
変
え
て
い
く
も
の
と
、
中
心
に

引
き
寄
せ
ら
れ
る
も
の
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
は
減
少

し
て
、
周
辺
語
化
し
て
消
え
て
い
く
も
の
が
多
い
の
で
す
が
、
重
要
な
漢
語
の
あ

る
も
の
は
、
中
心
に
溶
け
込
ん
で
和
語
な
ど
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
く
と
言
う
わ

け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
語
と
い
う
観
点
か
ら
、
近
代
の
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て

新
し
い
語
彙
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
か
を
コ
ー
パ
ス
を
も
と
に
お
話
し
し

て
み
ま
し
た
。

今
回
お
話
し
し
た
内
容
は
、
私
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

コ
ー
パ
ス
で
す
か
ら
、
誰
で
も
使
え
る
か
た
ち
で
情
報
が
つ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、

是
非
、
多
く
の
方
に
コ
ー
パ
ス
を
使
っ
た
研
究
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

今
、
田
中
先
生
の
ご
講
演
で
、
漢
語
が
近
代
に
な
っ
て
一
気
に
増
え
、
そ
れ
が

だ
ん
だ
ん
日
本
語
の
な
か
に
落
ち
着
い
て
い
く
、
溶
け
込
ん
で
い
く
と
い
う
お
話

を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
前
段
階
、
つ
ま
り
、
漢
語
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
近

代
の
は
じ
ま
り
に
増
え
た
の
か
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
田
中
先
生
の
お
話
に
も
「
活
躍
」
が
翻
訳
語
で
は
な
い
か
と
い
う
大
変
示

唆
的
な
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
漢
語
の
増
大
の
背
景
と
し
て
翻

訳
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
具
体
的
に
漢
語
の
増
大
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か

を
中
心
と
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
翻
訳
と
言
う
と
、
漢
文
の
訓
読
も
翻
訳
と
言
え
ば
翻
訳
で
す
が
、
こ
れ

は
文
字
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
ま
す
。
漢
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
そ
れ
を
ど
う

読
む
か
と
い
う
翻
訳
で
す
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
か
ら
日
本
語
へ
の
翻
訳
と

は
ち
ょ
っ
と
違
い
ま
す
。
文
字
そ
の
も
の
が
変
わ
り
ま
す
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
か

ら
日
本
の
仮
名
と
か
漢
字
に
変
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
漢
文
を
読
み
下

す
な
り
、
書
き
下
す
な
り
す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
翻
訳
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

多
く
の
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
の
出
会
い
は
、
漢
文
と
の
出
会

い
と
は
違
っ
た
翻
訳
と
い
う
営
み
を
要
請
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
翻
訳
の
な
か
で
近
世
に
な
っ
て
最
初
に

広
く
行
わ
れ
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
で

す
。
長
崎
に
お
け
る
貿
易
の
た
め
の
通
訳
だ
け
で

は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
蘭
学
が
さ
か
ん
に
な
る
に
つ

れ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
も
多
く
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
は
、
そ
の
翻
訳
に
使

わ
れ
た
日
本
語
文
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
オ
ラ
ン
ダ
語
は
ど
の
よ
う
な
日
本

語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
言
い
ま
す
の
は
、
近
代
以
前
の
日
本
語
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が
あ
っ
て
、
そ
の
使
用
範

囲
や
内
容
に
よ
っ
て
、
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
す
。
現
在
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
漢

字
平
仮
名
交
り
の
口
語
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

と
は
状
況
が
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
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そ
う
し
た
文
体
の
違
い
に
着
目
し
な
が
ら
、
蘭
和
辞
典
か
ら
英
華
辞
典
へ
、
古

典
漢
語
か
ら
近
代
の
学
術
漢
語
へ
と
い
う
二
つ
の
流
れ
を
軸
に
、
新
し
い
世
界
の

こ
と
ば
と
し
て
の
漢
字
表
現
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
蘭
学
の
翻
訳

ａ
．﹃
解
体
新
書
﹄︵
一
七
七
四
︶

『
解
体
新
書
』
を
ご
存
知
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
書

『
タ
ー
ヘ
ル
・
ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
杉
田
玄
白
（
一
七
三
三
〜
一
八
一
七
）・
前
野
良
沢

ら
が
翻
訳
し
た
も
の
で
、
現
物
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
が
（
図
1
）、
漢
文
で
訳

さ
れ
て
い
ま
す
。『
解
体
新
書
』
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
漢
文
へ
の
翻
訳
、
正
確
に

い
う
と
、
日
本
語
で
翻
訳
し
て
、
そ
れ
を
漢
文
に
直
し
て
、
つ
ま
り
漢
作
文
を
し

た
も
の
で
す
。

で
は
な
ぜ
、
漢
文
で
訳
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
の
ち
に
大

槻
如
電（
一
八
四
五
〜
一
九
三
一
）が
杉
田
玄
白
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
ま
す
。
大
意
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
オ
ラ
ン
ダ
語
の
医
学
を
広
め
た

い
が
、
医
者
た
ち
は
み
ん
な
、
い
わ
ゆ
る
漢
方
を
奉
じ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
そ
の
根

本
、
つ
ま
り
中
国
か
ら
変
え
な
い
と
ダ
メ
だ
。
漢
文
で
訳
せ
ば
、
こ
れ
が
中
国
に
伝

わ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
向
こ
う
の
医
者
た
ち
も
目
を
覚
ま
す
こ
と
が
で
き
る
」と
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
当
時
の
彼
ら
に
と
っ
て
は
漢
文
が
知
的
世
界
に
お
け
る
普
遍

的
な
言
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
と
同
時
に
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
は
書
い
て
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
典
的
な
言
語
で
も
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
漢
文
に
は
伝
統

が
あ
り
ま
す
。『
論
語
』
や
『
孟
子
』
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
古
い
書
物
を
学
ん

で
、
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
漢
文
で
す
。
そ
し
て
、
広
が
り
で
言
う

と
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
は
漢
字
漢
文
の
流
通
圏
で
、
漢
文
は
東
ア
ジ
ア
全
体
を
覆

う
普
遍
的
な
書
き
言
葉
で
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
翻
訳
も
、
一
つ
の
基
準
が
漢
文

に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

ｂ
．﹃
和
蘭
辞
彙
﹄︵
一
八
五
五
〜
五
八
︶

も
う
一
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
翻
訳
は
、
中
国
が
先
行
し
て
い
ま
し
た
。
中
国

に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
書
物
を
、
当
然
、『
聖
書
』
も
含
ま
れ

ま
す
が
、
漢
文
に
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
日
本
に
は
い
っ
て
き
た
と
い
う
流

れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
今
風
に
言
う
と
グ
ロ
ー
バ
ル
と
言
う
の
で
し
ょ

う
か
、
翻
訳
の
言
語
は
漢
文
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
対
訳
辞
書
『
和
蘭
辞
彙
』
を
よ
く 図１　解体新書（国立国会図書館蔵 引用）
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見
る
と
（
図
2
）、
漢
文
で
は
な
く
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
で
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
が
漢
文
の
読
み
下
し
風
か
と
言
う
と
、
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
図
2
の
最
後
の
行
に
「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質

ナ
リ
」
と
あ
り
ま
す
。
今
だ
と
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
な
り
」
と
訳
す
と
こ
ろ
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
広
辞
苑
』
な
ど
の
辞
書
に
も
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
な

り
」
と
い
う
成
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
の
私
た
ち

は
、
こ
の
「
仕
癖
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
は
使
い
ま
せ
ん
。「
習
慣
」
の
ほ
う
が

一
般
的
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

当
時
、「
仕
癖
は
」
と
い
う
訳
語
の
世
界
が
一
方
で
は
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

古
典
と
通
俗
で
分
け
る
な
ら
、
通
俗
的
な
こ
と
ば
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
の
蘭
日
辞

典
は
、
長
崎
の
通
詞
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
訳
し
て
い
ま
す
の
で
、
漢
文
風
よ
り
、

彼
ら
が
日
常
交
わ
す
書
き
こ
と
ば
の
世
界
に
よ
り
近
い
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質
ナ
リ
」
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
な
も
の

を
訳
し
た
も
の
で
す
が
、
漢
文
の
世
界
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

「
習
与
性
成
」
で
す
。「
な
ら
い
せ
い
と
な
る
」
と
、
だ
い
た
い
は
訓
読
す
る
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
『
尚
書
』
と
い
う
中
国
の
古
典
に
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、「
習
慣

若
自
然
」、「
習
慣
は
自
然
の
ご
と
し
」
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
は

『
孔
子
家
語
』
と
い
う
書
物
が
出
典
で
す
。『
尚
書
』
は
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
五

経
の
う
ち
の
一
つ
で
す
し
、『
孔
子
家
語
』
も
、
孔
子
の
言
行
や
逸
話
が
書
か
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
漢
籍
の
な
か
に
も
こ
の
よ
う
に
対
応

す
る
文
章
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
「
仕
癖
ハ
二
番
目
ノ
性
質
ナ
リ
」

と
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
在
は
、
む
し
ろ
漢
文
に
近
い
よ
う
な
こ
と
ば
で
私
た
ち
は
理
解

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
典
的
な
訳
と
通
俗
文
的
な
訳
の
二
種
類
が
あ
り
、
現

在
は
ど
う
も
古
典
漢
文
的
な
訳
の
こ
と
ば
を
受
け
継
い
で
い
る
と
、
こ
こ
か
ら
判

断
で
き
そ
う
な
の
で
す
が
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

ｃ
．
漢
文
の
修
辞

ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
』（
一
七
一
九
）
の
は
じ

め
て
の
日
本
語
訳
は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
で
す
。
黒く
ろ

田だ

麹き
く

廬ろ

と
い
う
洋
学
者
に
よ

る
も
の
で
、
英
語
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
翻
訳
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ

語
か
ら
訳
し
た
草
稿
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
稿
を
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
、
ど

の
よ
う
に
翻
訳
の
文
章
、
訳
文
を
練
り
上
げ
て
い
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
ご
覧

い
た
だ
き
た
い
の
が
、
図
3
で
す
。
四
行
目
に
「
瞽
者
ノ
杖
ヲ
失
ヒ
暗
路
二
燭
ノ

滅
ル
如
シ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
草
稿
に
は
「
渡
ニ
船
ナ
キ
如
ク
」
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。「
渡
ニ
船
ナ
ク
」
は
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
対
訳

辞
書
の
文
体
で
す
。
漢
文
よ
り
も
日
本
語
に
近
い
文
体
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

「
暗
路
ニ
燭
ノ
滅
ル
如
シ
」
は
非
常
に
漢
文
的
で
す
。

図２　和蘭字彙（『和蘭字彙』
早稲田大学出版部 , 1974  引用）
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福
沢
諭
吉（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）

は
、
こ
う
し
た
現
象
を
見
て
、
こ
れ
は

洋
学
者
た
ち
が
装
い
を
凝
ら
し
た
か
っ

た
、
つ
ま
り
、
漢
学
者
に
対
抗
し
た

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
言
い
ま
す
。
通

俗
的
な
文
体
で
は
漢
学
者
に
軽
ん
じ
ら

れ
か
ね
な
い
。
漢
文
的
な
言
葉
を
使
っ

た
ほ
う
が
見
栄
え
は
よ
く
な
る
。
そ
の

た
め
に
苦
労
し
て
漢
語
を
用
い
て
翻
訳
を
し
た
の
だ
と
言
う
の
で
す
。

「
江
戸
の
洋
学
社
会
を
見
る
に
、
著
訳
の
書
、
固
よ
り
多
く
し
て
何
れ
も
仮
名

交
じ
り
の
文
体
な
れ
ど
も
、
動
も
す
れ
ば
漢
語
を
用
い
て
行
文
の
正
雅
な
る
を
貴

び
、
之
が
為
め
に
著
訳
者
は
原
書
の
文
法
を
読
砕
き
て
文
意
を
解
す
る
は
容
易
な

れ
ど
も
穏
当
の
訳
字
を
得
る
こ
と
難
く
し
て
、
学
者
の
苦
み
は
専
ら
こ
の
辺
に
在

る
の
み
。
其
事
情
を
丸
出
し
に
云
へ
ば
、
漢
学
流
行
の
世
の
中
に
洋
書
を
訳
し
洋

説
を
説
く
に
文
の
俗
な
る
は
見
苦
し
と
て
、
云
は
ゝ
漢
学
者
に
向
て
容
を
装
う
も

の
ゝ
如
し
」﹇
福
沢
諭
吉
「
福
沢
全
集
緒
言
」一
八
九
七
﹈

確
か
に
そ
う
し
た
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
漢
学
者
へ
の
対

抗
の
た
め
に
、
通
俗
よ
り
も
古
典
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
傾
向
が
洋
学
者
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
福
沢
は
、
そ
れ
が
明
治
期
に
お
け
る
漢
語
の
氾
濫
の
原
因
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
し
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
次
の『
英
華
辞
典
』の
到
来
、
第
三
の
漢
字
語
と
い
う

視
点
で
す
。

二
．『
英
華
辞
典
』と
近
代
学
術
用
語

ａ
．﹃
英
華
辞
典
﹄
の
奔
流

こ
こ
で
一
つ
、
小
さ
い
こ
と
の
よ
う
に
見
え
て
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
オ

ラ
ン
ダ
語
と
漢
文
の
対
訳
辞
書
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
こ
か

で
作
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
印
刷
物
と
し
て
広
く
流
通
し
て
い
る
も

の
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
長
崎
の
通
詞
た
ち
は
『
蘭
仏
辞
典
』
を
も
と

に
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
日
本
語
の
辞
書
を
コ
ツ
コ
ツ
と
作
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
英
語
に
関
し
て
は
、
中
国
や
そ
の
周
辺
に
や
っ
て
き
た
宣
教
師
た

ち
が
英
語
と
中
国
語
の
対
訳
辞
書
、
つ
ま
り
『
英
華
辞
典
』
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い

て
、
そ
れ
が
日
本
に
ど
ん
ど
ん
は
い
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
い
こ
と
で
す
。

日
本
で
も
広
く
使
わ
れ
たW

. Lobscheid

（
一
八
二
二
〜
没
年
未
詳
）の『
英
華

字
典
』
を
見
る
と
（
図
4
）、「
あ
れ
？
」
と
思
わ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
前
の
ほ
う

か
ら
順
に
読
ん
で
い
く
と
、「
規
矩
」「
風
俗
」
と
か
普
通
の
漢
語
だ
な
ぁ
と
き
て
、

「
幇
襯
人
」、
今
の
中
国
語
で
読
む
と
「bang chen ren

」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
中
国
の
俗
語
で
す
。
古
典
的
な
漢
語
し
か
知
ら
な
い
人
に
は
多
分
わ

か
り
ま
せ
ん
。「
幇
襯
人
」
の
右
側
に
書
い
て
あ
る
ロ
ー
マ
字
は
、
広
東
語
と
当
時

図３　『魯敏孫漂荒紀事』（京
都大学附属図書館蔵 引用）
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の
標
準
語
を
発
音
表
記
し
た
も
の
で
す
。

見
慣
れ
な
い
字
も
あ
り
ま
す
。
口
偏
に
吾
の
「
唔
」
は
、
広
東
語
の
方
言
を
表

す
文
字
で
、
広
東
語
の
否
定
辞
で
す
。
こ
れ
は
普
通
の
漢
文
の
知
識
で
は
わ
か
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
口
偏
に
既
と
い
う
字
（「

」）
は
、
今
の
日
本
語
で
言
う
と
「
○

○
的
」
の
「
的
」
で
す
。
中
国
語
で
は
、「
私
の
友
達
」
は
「
我
的
朋
友
」（w

o de 

peng you

）
で
す
が
、「
的
」
と
い
う
字
は
「
の
」
に
あ
た
り
ま
す
。
そ
れ
を
広
東

語
だ
と
「

」
で
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
辞
典
は
広
州
で
作
ら
れ
て
い
る
地
域

性
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

伝
統
的
な
辞
書
か
ら
す
れ
ば
、
か
な
り
乱
暴
で
す
。
古
典
の
経
典
に
載
っ
て
い
る

よ
う
な
言
葉
も
あ
れ
ば
、
口
語
的
な
こ
と
ば
、
さ
ら
に
方
言
的
な
こ
と
ば
も
あ
り

ま
す
。
元
来
、
こ
と
ば
は
、
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、
階
層
と
い
う
か
秩
序
、
層
を
な
し
て
い
ま
す
。
そ
の
秩
序
が
言
っ
て
み
れ
ば
破

壊
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
で
も

あ
り
の
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に「
習
慣

自
然
と
な
る
」
と
古
典
籍
の
こ

と
ば
も
出
て
い
ま
す
。
そ
し
て

注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
、『
英
華
辞
典
』
以
前
の
中

国
の
辞
書
や
語
彙
集
に
は
、
必

ず
出
典
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
図
5
は『
佩は
い

文ぶ
ん

韻い
ん

府ぷ

』
と
い
う
、
中
国
で
よ
く
使

わ
れ
て
い
た
辞
書
、
と
い
う
よ

り
「
韻
書
」
と
言
っ
て
、
詩
に
使
う
言
葉
を
集
め
た
語
彙
集
で
す
が
、
こ
こ
で
四
角

で
囲
っ
て
あ
る
の
は
書
名
で
す
。「
重
瞳
」と
い
う
熟
語
が
見
え
ま
す
が
、「
淮
南
子
」

や「
史
記
」
は
書
名
で
、
そ
の
下
に
用
例
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
必

ず
出
典
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
に
出
典
が
あ
る
の
は
古
典
語
の
世
界
で
す
。

翻
っ
て
、『
英
華
辞
典
』
を
見
る
と
、
出
典
が
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
破
天
荒

な
辞
書
が
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
英
語
が
た
く
さ
ん
は
い
っ
て
き
た

と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
『
英
華
辞
典
』
に
つ
い
て
は
思
い
が
ち
で
す
が
、
そ

う
で
は
な
く
、『
英
華
辞
典
』
は
英
語
と
漢
語
が
セ
ッ
ト
に
し
て
や
っ
て
き
ま
す
。

セ
ッ
ト
で
す
。
し
か
も
、
漢
語
の
階
層
が
破
壊
さ
れ
た
状
態
で
や
っ
て
き
ま
す
。

ｂ
．﹃
哲
学
字
彙
﹄

こ
れ
が
新
し
い
こ
と
ば
を
作
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
典
の

図4　英華字典（California Digital Library蔵 , 
http://www.cdlib.org/   引用）

図５　佩文韻府（齋藤蔵　引用）
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「
こ
れ
は
経
書
の
ど
こ
そ
こ
に
あ
っ
て
」
と
い
う
縛
り
か
ら
、
漢
語
が
解
き
放
た
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
、

井
上
哲
次
郎
（
一
八
五
六
〜
一
九
四
四
）
が
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
東
京
大

学
か
ら
出
版
し
た
『
哲
学
字
彙
』
と
い
う
、
哲
学
と
い
う
よ
り
学
術
の
た
め
の
英
語

と
の
対
訳
語
彙
集
を
編
纂
し
て
、
そ
の
序
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
の
は
、

次
の
部
分
で
す
（
図
6
）。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
訳
語
の
な
か
で
、
こ
れ
は
『
英
華
辞
典
』
も
多
分
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
妥
当
な
も
の
を
採
用
し
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
新

た
に
訳
語
を
定
め
る
と
き
、『
佩
文
韻
府
』
と
か
『
淵
鑑
類
函
』『
五
車
韻
瑞
』
の
他

に
も
い
ろ
い
ろ
な
本
を
使
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
『
佩

文
韻
府
』
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
た
め
、
こ
の
序
文
だ
け
見
る
と
、
当
然
、
私
た

ち
は
、
古
典
語
の
流
れ
を
く
ん
で
い
る
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
「C

oexistence

」
に
は
「
倶
有
」
と
い
う
訳
が
つ
け
て

あ
り
ま
す
が
（
図
7
）、
こ
れ
は
古
典
と
は
意
味
が
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す
。「
倶

有
」
は
『
倶
舎
論
』
に
載
っ
て
い
ま
す
し
、
唐
の
杜
甫
（
七
一
二
〜
七
七
〇
）
の
詩

に
も
あ
る
と
言
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
杜
甫
の
詩
を
引
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
杜

甫
の
詩
で
は
、「
学
識
は
皆
あ
っ
た
」
と
い
う
、
訓
読
す
る
と
「
と
も
に
あ
り
」
と

い
う
意
味
の
「
倶
有
」
で
す
。
こ
れ
は
「coexistence

」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
倶

舎
論
』
も
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
出
典
が
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、

こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
と
も
通
じ
る
と
思
い
ま
す
が
、
外
形
的

な
部
分
は
一
致
し
て
い
ま
す
。
な
に
か
典
拠
ら
し
く
載
せ
て
い
る
の
で
す
が
、

「coexistence

」
に
対
応
す
る
文
字
と
し
て
「
倶
有
」
を
新
た
に
定
義
し
直
し
て

い
る
の
で
す
。
い
っ
た
ん
古
典
か
ら
離
れ
た
、
ふ
わ
ふ
わ
浮
い
て
い
る
と
言
う
と

ち
ょ
っ
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
縛
り
か
ら
離
れ
た
漢
語
を
、
も
う

一
回
、
英
語
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
に
結
び
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

の
作
業
が
、『
哲
学
字
彙
』（
一
八
八
一
）の
よ
う
な
語
彙
集
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

ｃ
．
英
文
漢
訳

も
う
一
つ
別
の
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
中
村
正
直
（
一
八
三
二
〜
九
一
）
が
東

京
大
学
で
ど
ん
な
授
業
を
し
た
か
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
当
時
も
、
成
果
報
告
書

み
た
い
な
も
の
を
書
か
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
わ
け
で
、
授
業
の
報
告
を
書
い
て

い
る
わ
け
で
す
。

「
毎
月
大
約
二
三
次
ハ
作
文
ヲ
試
ミ
タ
リ
、
ソ
ノ
文
ハ
之
ヲ
添
削
シ
或
ハ
評
語

ヲ
加
ヘ
以
テ
之
ヲ
奨
励
セ
リ
、
文
題
ハ
我
ヨ
リ
出
ス
コ
ト
ア
レ
ド
モ
、
大
抵
ハ

図６　哲学字彙（国立国会図書館蔵　引用）

図７　哲学字彙（国立国会図書館蔵　引用）
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学
生
ヲ
シ
テ
平
日
ソ
ノ
読
メ
ル
英
書
ヨ
リ
一
二
章
ヲ
抽
キ
出
シ
、
漢
文
ヲ
以
テ

翻
訳
ナ
サ
シ
メ
タ
リ
、
コ
レ
ハ
余
少
シ
ク
英
書
ニ
通
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
該
学

生
固
ヨ
リ
英
学
ヲ
可
ナ
リ
ニ
能
ク
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
カ
ク
ノ
如
キ
課
業
ハ
後

来
ニ
至
リ
英
漢
対
比
ス
ル
訳
文
ヲ
造
ル
ノ
特
ニ
補
益
ア
ル
ベ
シ
ト
思
ヘ
ル
ナ
リ
、

又
目
今
ノ
利
便
ニ
モ
漢
文
ヲ
作
リ
ナ
ガ
ラ
ニ
英
文
モ
細
読
シ
訳
語
ヲ
考
求
シ
得

ベ
ク
、
功
力
分
レ
ズ
シ
テ
一
挙
両
得
ノ
益
ア
ル
ベ
シ
ト
思
ヒ
タ
ル
ガ
故
ナ
リ
、

学
生
モ
コ
ノ
挙
ヲ
喜
ビ
、
勉
強
シ
テ
従
事
セ
シ
カ
バ
一
学
年
ノ
終
ニ
ハ
大
ニ
進

歩
ヲ
見
ハ
シ
、
余
ガ
意
ヲ
満
足
ナ
サ
シ
メ
タ
リ
」﹇
中
村
正
直
「
年
報
」（「
東
京

大
学
第
一
年
報
」
起
明
治
十
三
年
九
月
止
同
十
四
年
十
二
月
）﹈

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
英
語
を
漢
文
で
翻
訳
さ
せ
て
い
ま
す
。
漢
作
文
を

や
ら
せ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
と
も
と
漢
文
を
作
文
す
る
の
は
、
古
典
籍
を
読
ん

で
、
漢
籍
を
読
ん
で
、
読
み
ぬ
い
て
、
文
章
を
作
る
こ
と
で
す
。
韓
愈
（
七
六
八

〜
八
二
四
）
や
柳
宗
元
（
七
七
三
〜
八
一
九
）
の
文
章
を
読
ん
で
、
漢
文
を
作
る
の

が
ま
っ
と
う
な
や
り
方
で
す
。
古
典
に
基
づ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
中
村
正
直
は
、
も
と
も
と
昌
平
坂
学
問
所
で
漢
学
を
修
め
、
イ
ギ

リ
ス
に
行
っ
て
英
語
も
も
ち
ろ
ん
で
き
た
学
者
で
す
が
、
英
語
を
漢
文
に
翻
訳
し

ろ
と
い
う
わ
け
で
す
。
ベ
ー
ス
と
な
る
言
葉
は
、
古
典
で
は
な
く
英
語
に
置
き
換

わ
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
か
た
ち
で
の
漢
文
と
い
う
意
識
が
こ
こ
に
出

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
に
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

三
．
新
し
い
世
界
の
こ
と
ば

ａ
．﹃
西
国
立
志
編
﹄︵
一
八
七
○
〜
七
一
︶

中
村
正
直
が
翻
訳
し
た『
西
国
立
志
編　

原
名
自
助
論
』
と
い
う
明
治
期
の
大
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
に
も
、「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
」
と
し
て
「
人
ノ
品
行
ハ
．
善
キ
習
慣

ノ
力
ニ
頼
ル
コ
ト
．
細
々
ナ
ラ
ズ
．
故
ニ
善
キ
習
慣
ヲ
養
ナ
ヒ
長
ズ
レ
ハ
．
善
ニ

進
ミ
．
悪
ニ
遠
ザ
カ
ル
為
ノ
大
裨
益
ト
ナ
ル
ナ
リ
．
常
言
ニ
曰
ク
．
人
ハ
習
慣
ノ

一
塊
肉
ニ
シ
テ
．
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
ナ
リ
ト
．」（
第
十
三
編
）
と
出
て
き
ま
す
。

A
nd here it m

ay be observed how
 greatly the character m

ay be 

strengthened and supported by the cultivation of good habits. M
an, 

it has been said, is a bundle of habits; and habit is second nature.

（C
hapter X

Ⅲ

）

「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
ナ
リ
」の
英
文
は「habit is second nature

」で
す
。
中

村
の
言
う「
習
慣
」
と
い
う
の
は
、
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た『
孔
子
家
語
』に
で
て
き
ま
す

か
ら
、
そ
れ
を
出
典
と
し
て
も
よ
い
は
ず
で
す
が
、
こ
こ
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
英
語
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
出
て
き
て
い
ま
す
。『
西
国
立
志
編
』出
版
以
降

の
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
、「
習
慣
ハ
第
二
ノ
天
性
」は
中
国
の
古
典
を
思
い
出
さ
せ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
こ
のSam

uel Sm
iles

（
一
八
一
二
〜

一
九
〇
四
）の『Self H

elp

』（
一
八
五
九
）の『
自
助
論
』が
、
中
国
の
古
典
に
代
わ
っ

て
、
出
典
と
し
て
す
り
か
わ
っ
た
、
置
き
換
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
、
私
た
ち
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
や
い
ろ
い
ろ
な
辞
書
で
「
習
慣
」
を

引
く
と
、「
習
慣
は
第
二
の
天
性
ナ
リ
」
が
で
て
き
ま
す
。
近
代
日
本
語
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
や
っ
て
作
ら
れ
た
漢
語
が
、
私
た
ち
の
世
界
で
ど
の
よ
う
な
新
し
さ
を

持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ｂ
．
科
学
の
こ
と
ば

さ
き
ほ
ど
、『
哲
学
字
彙
』
が
学
術
用
語
の
翻
訳
語
彙
集
で
あ
っ
た
と
お
話
し
し
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ま
し
た
が
、
や
は
り
、
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
、
と
り
わ
け
自
然
科
学
の
導

入
は
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
知
識
を
日
本
列
島
と
い
う
空
間
に
も
た
ら
し
ま
し

た
。
そ
の
訳
文
、
翻
訳
の
文
章
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ち
ょ
っ
と
見
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

A
rchibald G

eikie
（
一
八
三
五
〜
一
九
二
四
）
と
い
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
自

然
地
理
学
者
が
、
自
然
地
理
学
に
つ
い
て
の
初
歩
的
な
教
科
書
、“E

lem
entary 

Lessons in Physical G
eography”

を
一
八
八
六
年
に
著
し
て
い
ま
す
。
こ
の

G
eography

を
当
時
は
「
地
文
学
」
と
訳
し
て
い
ま
し
た
。『
藝
氏
地
文
学
』
と
い

う
書
名
で
も
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
藝
氏
」
は
、G

eikie

の
こ
と
で
す
。

面
白
い
こ
と
に
、
同
じ
年
に
訳
本
が
二
種
類
出
て
い
ま
す
。
で
、
微
妙
に
違
い

ま
す
。

「
雲
昇
騰
シ
テ
大
気
ノ
上
層
ニ
至
リ
、
恆
風
界
中
ニ
入
レ
バ
、
飛
龍
ノ
勢
ヲ
以

テ
、
千
里
ニ
行
流
ス
ル
コ
ト
ア
リ
、
春
日
好
風
ノ
候
、
仰
ギ
テ
天
ヲ
見
レ
バ
、
白

雲
ノ
大
空
ヲ
飛
行
ス
ル
影
ノ
、
大
地
ヲ
急
遽
ス
ル
コ
ト
速
ナ
ル
ア
リ
、
試
ニ
此
速

力
ヲ
測
量
ス
レ
バ
、
一
時
間
ニ
シ
テ
三
四
十
里
ヲ
急
飛
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ベ
シ
、
／

又
雲
形
ヲ
視
ル
ニ
、
或
ハ
蒼
狗
ノ
如
ク
、
或
ハ
龍
鱗
ノ
如
、
故
ニ
其
大
ナ
ル
ハ
、

山
嶽
ノ
如
シ
、
其
細
微
ナ
ル
ハ
、
春
水
ニ
似
タ
リ
、
蓋
シ
雲
原
ト
無
心
ナ
リ
、
而

シ
テ
斯
ノ
如
キ
形
状
ヲ
呈
ス
ル
ハ
、
前
段
ニ
所
謂
大
気
ニ
不
断
ノ
流
動
ア
ル
ニ
因

ル
ナ
リ
」﹇
富
士
谷
孝
雄
訳
補
『
中
学
校
師
範
学
校
教
科
用
書　

藝
氏
地
文
学
』（
文

部
省
編
輯
局
、
一
八
八
七
）、
第
十
章
「
大
気
の
乾
湿
」﹈

「
第
廿
二
節　

雲
若
シ
上
層
ノ
気
流
中
ニ
生
ズ
ル
カ
又
ハ
上
昇
シ
テ
之
ニ
漂
到
ス

ル
ト
キ
ハ
偉
大
ナ
ル
速
力
ヲ
以
テ
長
大
ノ
距
離
を
延
單
ス
東
風
遅
々
春
光
駘
蕩
ノ

時
ニ
在
リ
テ
ハ
其
歩
頗
ル
緩
慢
ナ
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
亦
其
陰
影
ノ
岡
原
上
ヲ
通

過
ス
ル
速
力
ヲ
以
テ
之
ヲ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
其
速
力
ハ
一
時
間
ニ
八
十
「
マ
イ
ル
」
乃

至
百
二
十
「
マ
イ
ル
」
ノ
割
ナ
ル
ヲ
知
ル
ナ
リ
地
上
ヨ
リ
之
ヲ
望
見
ス
レ
ハ
其
動
揺

時
々
廣
狭
ヲ
變
ジ
互
ニ
上
下
回
轉
シ
テ
小
大
窮
リ
ナ
ク
以
テ
大
気
ノ
中
ニ
不
朽
ノ

運
動
ア
ル
コ
ト
ヲ
証
明
ス
」﹇
志
賀
重
昴
校
閲
・
島
田
豊
訳
述
・
三
浦
應
訂
校
『
地

文
学
』
上
（
共
益
商
社
、
一
八
八
七
）、
第
十
章
「
空
気
の
湿
気
」﹈

原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

22. W
hen clouds enter or are form

ed in one of the upper steady air -

currents they are borne along, som
etim

es for great distances and at 

a great rate. O
n a breezy spring day, they m

ay be seen sailing across 

the sky at w
hat m

ay seem
 a leisurely pace, w

hich, how
ever, by the 

rate at w
hich their sw

iftly -m
oving shadow

s fly across hill and plain, is 

proved to be som
etim

es m
ore than 80 or even 120 m

iles an hour. T
hey 

can be w
atched continually changing shape and size as they m

ove 

along, rolling in huge folds over each other, som
etim

es lessening and 

som
etim

es increasing, and in all these m
ovem

ents testifying to the 

ceaseless turm
oil of the atm

osphere in w
hich they are suspended.  

ち
な
み
に
、
上
の
富
士
谷
孝
雄
は
当
時
の
東
京
大
学
の
地
質
学
の
先
生
で
、
教

科
書
と
し
て
訳
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
島
田
豊
は
英
語
の
翻
訳
家
で
、
い
ろ

い
ろ
な
本
を
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
両
者
の
訳
文
を
見
る
と
、
前
者
は
、
な
ん
と

い
う
か
漢
文
の
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
前
者
は
「
飛
龍
ノ
勢
い
き
お
いヲ
以
テ
」、
後
者
は

「
偉
大
ナ
ル
速
力
ヲ
以
テ
」
と
し
て
い
ま
す
。
英
語
で
は
、「
飛
龍
」
と
あ
る
の
で

「
ド
ラ
ゴ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
の
か
し
ら
と
思
っ
て
見
て
も
、「
ド
ラ
ゴ
ン
」
は
当
然

で
て
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
富
士
谷
先
生
は
漢
文
調
で
訳
し
、
島
田
さ
ん
は
、
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
直
訳
調
で
訳
し
て
い
ま
す
。
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細
か
く
見
て
い
く
と
、
明
治
期
で
は
、
大
量
の
翻
訳
語
を
導
入
し
て
、
漢
字
片

仮
名
交
じ
り
の
文
語
体
を
駆
使
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
の
空
間
を
作
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
古
典
か
ら
離
れ
た
漢
語
を
自
由
に
使
う
過
程
で
、
あ

え
て
古
典
語
に
近
い
格
調
を
求
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
で
き
る
だ

け
直
訳
的
な
、
英
語
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
文
体
で
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
必
ず
し
も
一
枚
岩
と
い
う
か
、
一
つ
の
ト
ー
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
訳

調
の
な
か
に
も
、
漢
文
的
な
言
い
回
し
が
は
い
っ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
偏
差
、

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
文
体
が
試
さ
れ
る
な

か
で
、
近
代
の
新
し
い
こ
と
ば
の
空
間
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
科
学
の
翻
訳
の
こ
と
ば
が
、
意
外
に
大
き
な
位
置
を
占

め
て
い
ま
す
。

ｃ
．
空
気
・
大
気
・
雰
囲
気

科
学
の
こ
と
ば
が
、
私
た
ち
の
日
常
語
に
は
い
っ
て
い
る
例
を
、
最
後
に
お
示

し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
原
文
を
見
て
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
た
で

し
ょ
う
か
。「air

」
と
い
う
単
語
を
、
上
の
例
で
は
「
大

気
」
と
訳
し
、
下
の
例
で
は
「
空
気
」
と
訳
し
て
い
ま

す
。「
大
気
」
と
「
空
気
」
で
す
。

こ
こ
に
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、「air

」
で
は
な
く

「atm
osphere

」
に
は
、
当
時
三
つ
の
訳
が
あ
り
ま
し

た
。
多
く
は
今
で
も「
空
気
」
を
使
い
ま
す
が
、「
空
気
」

と「
大
気
」と
、
も
う
一
つ「
雰
囲
気
」で
す
。
今
私
た
ち

は
、「
雰
囲
気
」
は
科
学
用
語
と
し
て
は
ご
く
稀
に
と
い

う
か
、
使
っ
て
い
る
科
学
の
論
文
は
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
の
人
に

と
っ
て
科
学
用
語
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
日
常
の
言
葉
で
す
。「
こ
の
店
は
雰
囲
気

が
あ
る
」
と
か
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
球
の
周
り
を
覆
っ
て
い
る
の
は「
大
気
」

で
す
よ
ね
。「
こ
の
店
に
は
大
気
が
あ
る
」
と
は
言
わ
ず
、「
こ
の
店
に
は
雰
囲
気
が

あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、「
地
球
の
周
り
は
雰
囲
気
で
覆
わ
れ
て
い
る
」
と
は
あ

ま
り
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
し
か
し
、
明
治
の
初
年
、
幕
末
で
は
そ
の
よ
う
な
言
い

方
を
し
て
い
ま
し
た
。「
雰
囲
気
」は
、
科
学
の
言
葉
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

青
地
林
宗
（
一
七
七
五
〜
一
八
三
三
）
の『
気
海
観
瀾
』（
一
八
二
七
）
に
は
「
雰

囲
」
と
あ
り
ま
す
。

「
地
球
為
気
海
中
之
一
大
体
、
亦
有
所
自
発
之
気
、
周
囲
其
外
、
此
謂
之
雰
囲
。

﹇
…
﹈
雰
囲
之
低
処
、
即
是
地
面
」

こ
れ
は
地
球
の
大
気
と
い
う
か
周
り
の
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
あ
る
の
が
、「
雰

囲
」
な
わ
け
で
す
。
こ
の
「
雰
囲
」
の
低
い
と
こ
ろ
が
地
面
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
小
幡
篤
次
郎
（
一
八
四
二
〜
一
九
〇
五
）
と
い
う

慶
応
の
人
の『
博
物
新
編
補
遺
』（
一
八
六
九
）
に
「
雰
囲
気
論
」
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
世
人
常
ニ
空
気
ト
唱
ヘ
学
者
之
ヲ
雰
囲
気
ト
名
ク
ル
一
種
ノ
気
状
ア
リ
テ
地

球
ノ
全
周
ヲ
包
メ
リ
」、
つ
ま
り
、「
こ
れ
は
一
般
に
は
「
空
気
」
と
い
う
が
、
学
者

は
「
雰
囲
気
」
と
い
う
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
純
然
た
る
科
学
用
語
と

し
て
「
雰
囲
気
」
は
登
場
し
た
ん
で
す
ね
。

こ
れ
も
さ
き
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
お
話
に
通
じ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
脈
絡
が
あ
っ
て
、
最
終
的
に
私
た
ち
は
「
空
気
」
と
「
大
気
」
と
「
雰
囲
気
」

と
を
そ
れ
ぞ
れ
違
う
よ
う
に
使
い
分
け
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、

こ
う
し
た
言
葉
の
ド
ラ
マ
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
お
話
は
こ

こ
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
に

話
が
だ
い
ぶ
進
ん
で
き
て
お
疲
れ
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま

で
お
話
に
な
っ
た
先
生
は
皆
、
言
語
学
、
国
語
学
、
国
語
史
等
の
専
門
で
す
。
私

は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
メ
デ
ィ
ア
、
特
に
新
聞
史
を
研
究
し
て
き
た
人
間
で
す
。

メ
デ
ィ
ア
と
識
字
に
関
心
を
持
ち
、
明
治
初
期
の
新
聞
か
ら
研
究
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
観
点
か
ら
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
論
を
始
め
る
前
に
、
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
近
代
の
日
本
語
」
と
し
て
何
を

措
定
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
ま
ず
あ
り
ま
す
が
、
私
の
報
告
で
は
、
近
代
日

本
国
家
の
統
治
の
下
で
、
日
本
列
島
を
中
心
と
し
た
領
土
で
、
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
末
ま
で
の
射
程
で
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
々
が
主
に
話
し
た
り
書
い

た
り
し
て
使
っ
て
い
た
言
語
を
、
と
り
あ
え
ず
「
近
代
日
本
語
」
と
い
う
名
称
で

括
っ
て
お
き
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
齋
藤
先
生
も
田
中
先
生
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
知
識
人
が
使
う
日
本
語
を
中
心
に
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
近
代

日
本
語
の
最
上
級
の
エ
リ
ー
ト
が
使
う
部
分
で
す
。
近
代
日
本
語
と
言
っ
た
と
き
、

そ
の
上
層
部
だ
け
で
な
く
全
体
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
パ
ー

ス
パ
ク
テ
ィ
ブ
を
持
っ
て
、
近
代
日
本
語
と
対
応

す
る
文
字
や
書
記
言
語
が
、
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
人
々
の
生
活
の
中
に
広
ま
り
、
意
識

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
近
代
日
本
語
に
お
け
る
識

字
と
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
お
ざ
っ

ぱ
に
一
世
紀
く
ら
い
の
変
遷
の
見
取
り
図
を
描
い

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
者
で
す
の
で
、
ま
ず
は

印
刷
言
語
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
．
活
版
印
刷
に
よ
る
新
聞
雑
誌
が

　
　
切
り
拓
い
た
方
向
性

近
代
日
本
語
に
お
け
る
識
字
の
土
台
と
な
っ
た

の
は
、
徳
川
幕
府
下
で
発
展
し
た
書
き
言
葉
の
文

化
で
す
。
手
紙
を
は
じ
め
と
す
る
手
書
き
文
字
に

よ
る
文
書
類
と
写
本
、
木
版
製
版
に
よ
る
印
刷
物

講 
演 
近
代
日
本
語
に
お
け
る
識
字
と
メ
デ
ィ
ア土

屋 

礼
子
（
早
稲
田
大
学
教
授
）
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が
都
市
を
中
心
に
多
数
流
通
し
て
い
ま
し
た
。
木
版
製
版
は
日
本
の
江
戸
時
代
に

非
常
に
発
達
し
た
印
刷
方
法
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
本
や
有
名
な
浮
世
絵
、
戯
作
本

な
ど
は
全
部
そ
の
方
法
で
刷
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
活
版
印
刷
は
、
明
治
期
に
初
め
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
と
、

違
い
ま
す
。
一
五
世
紀
末
に
、
活
版
印
刷
の
技
術
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
朝
鮮
半
島

を
通
じ
て
日
本
に
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
京
都
で
一
部
、
五ご

山ざ
ん

版ば
ん

と
い
っ
た
経
典

な
ど
が
活
版
で
印
刷
さ
れ
ま
す
が
、
あ
ま
り
長
く
は
続
か
な
い
で
終
わ
り
ま
す
。

い
っ
た
ん
終
わ
っ
た
後
、
幕
末
に
な
っ
て
新
た
に
西
洋
か
ら
輸
入
す
る
か
た
ち
で

広
ま
り
ま
す
。

な
ぜ
活
版
が
、
江
戸
時
代
に
新
し
い
技
術
な
の
に
広
が
ら
ず
、
木
版
製
版
が

ず
っ
と
続
い
た
の
か
も
、
メ
デ
ィ
ア
上
、
非
常
に
面
白
い
問
題
で
す
が
、
今
日
は

そ
こ
に
深
入
り
し
て
い
る
時
間
は
な
い
の
で
端
折
り
ま
す
。

そ
の
木
版
製
版
を
基
に
し
て
、
書
き
言
葉
が
印
刷
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
印
刷
さ

れ
た
書
き
言
葉
は
、
基
本
的
に
話
し
言
葉
と
分
裂
し
て
お
り
、
同
じ
言
葉
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
話
し
た
よ
う
に
書
く
と
い
う
思
想
は
、「
言
文
一
致
」
と
呼
ば
れ
る
考

え
方
で
、
近
代
後
半
、
そ
れ
も
明
治
末
に
な
っ
て
か
ら
活
発
に
出
て
き
ま
す
。
江

戸
時
代
に
は
そ
う
い
っ
た
発
想
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
書
き
言
葉
と
話
し
言

葉
は
別
々
で
し
た
。
地
域
的
な
話
し
言
葉
の
差
異
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
の
で
す

が
、
書
き
言
葉
に
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
き
言
葉
は
お

役
所
の
言
葉
と
同
じ
で
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

今
日
の
小
林
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
戯
作
な
ど
に
記
さ
れ
た
話
し
言
葉
は
、

江
戸
や
京
・
大
阪
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
範
囲
の
話
し
言
葉
で
、
俗
語
と
し
て
登

場
し
ま
す
が
、「
お
国
言
葉
」
は
通
常
は
記
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

識
字
は
、
江
戸
時
代
の
地
域
と
社
会
階
層
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
お
り

ま
し
た
。
一
般
的
に
、
日
本
は
江
戸
時
代
の
識
字
率
が
世
界
の
中
で
は
わ
り
と
高

か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
あ
る
一
部
を
と
る
と
結
構
高
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
江
戸
や
京
・
大
坂
と
い
っ
た
都
市
部

に
住
ん
で
い
る
支
配
階
級
で
あ
る
武
家
の
男
性
が
一
番
高
い
識
字
層
で
す
。
一
番

読
み
書
き
が
で
き
な
い
層
は
農
漁
村
部
で
、
し
か
も
女
性
が
中
心
と
な
り
ま
す
。

そ
の
間
に
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
っ
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
の
現
実
で
す
。
基

本
的
に
は
読
み
書
き
は
、
武
家
、
商
家
、
僧
侶
の
男
性
以
外
に
ほ
と
ん
ど
必
要

と
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
寺
子
屋
が
発
達
し
て
い
て
読
み
書
き
を
習
う
人
が
い
た

と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
男
性
で
す
。
女
性
は
ほ
と
ん
ど
寺
子
屋
に
も

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
偏
っ
た
識
字
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
階

層
に
と
っ
て
は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
は
読
み
書
き
が
必
須
で
は
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
、
近
世
の
世
界
で
す
。

こ
う
し
た
近
世
の
識
字
状
況
を
変
革
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た
の
が
、
幕
末
か

ら
明
治
初
期
に
か
け
て
導
入
さ
れ
た
活
版
印
刷
に
よ
る
新
聞
雑
誌
で
す
。
明
治
半

ば
ま
で
印
刷
物
の
多
く
を
占
め
て
い
た
の
は
木
版
製
版
で
し
た
が
、
幕
末
に
ま
ず
、

木
で
で
き
た
木
活
字
が
で
き
ま
す
。
最
初
、
新
聞
は
木
活
字
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

次
い
で
、
鉛
合
金
に
よ
る
活
字
印
刷
が
輸
入
技
術
と
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
福
沢
諭
吉
（
一
八
三
五
〜
一
九
〇
一
）
の
有
名
な
『
学
問
の
す
ゝ
め
』（
明

治
五
年
、
一
八
七
二
年
初
版
）
と
い
う
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
も
活
版
印
刷
で
刷
ら
れ

た
の
で
す
が
、
後
か
ら
は
木
版
製
版
で
た
く
さ
ん
刷
ら
れ
ま
す
。
明
治
初
期
は
活

版
技
術
と
両
方
あ
っ
た
時
代
で
す
。
明
治
半
ば
ま
で
は
、
木
版
で
刷
ら
れ
た
も
の

も
多
く
流
通
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
活
版
印
刷
が
ど
ん
ど
ん
導
入
さ
れ
て

い
く
過
程
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
活
版
印
刷
が
ど
う
い
っ
た
変
化
を
促
す
契
機
と
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
一
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つ
は
、
草
書
体
に
よ
る
候
文
か
ら
、
楷
書
体
に
よ
る
漢
文
訓
読
体
へ
の
移
行
を
促

進
し
た
こ
と
で
す
。
寺
子
屋
、「
手
習
い
塾
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
こ
へ
子
ど
も
が

行
く
と
、
最
初
に
手
習
い
を
す
る
の
は
、
今
の
よ
う
に
一
文
字
一
文
字
離
れ
た
楷

書
で
は
な
く
、
草
書
で
候
文
で
す
。
楷
書
は
後
か
ら
習
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
当
時

の
必
要
度
に
応
じ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
活
版
印
刷
は
一
字
一
字
バ
ラ

バ
ラ
で
す
か
ら
、
バ
ラ
バ
ラ
の
楷
書
の
ほ
う
が
基
本
な
の
で
す
。

ま
た
、
活
版
印
刷
は
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
分
離
を
進
行
さ
せ
ま
し
た
。
一

般
的
に
識
字
と
い
う
と
「
読
み
書
き
」
を
指
し
ま
す
が
、「
読
む
」
こ
と
と
「
書
く
」

こ
と
は
別
の
能
力
で
す
。
も
ち
ろ
ん
つ
な
が
っ
て
は
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
読
め
る

か
ら
と
言
っ
て
書
け
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
こ
れ
は
識
字
調
査
を
す
る
と

必
ず
出
る
の
で
す
け
れ
ど
、
読
む
ほ
う
が
高
く
、
書
け
る
ほ
う
が
低
い
ん
で
す
。

パ
ー
セ
ン
ト
の
差
が
出
ま
す
。
留
学
生
も
、
今
は
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
る
の
で
読
め
る

し
書
け
る
の
で
す
が
、
ワ
ー
プ
ロ
が
な
い
と
書
け
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
分
離
が
進
行
す
る
と
、
活
字
印
刷
さ
れ
て
い
る
場
合
は
読
め
る

が
、
自
分
で
難
し
い
字
は
書
け
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

他
方
、
草
書
体
を
読
め
る
者
は
、
書
け
る
者
と
一
致
す
る
割
合
が
高
く
な
り
ま

す
。
皆
さ
ん
の
中
で
書
を
や
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
草
書

体
を
崩
し
た
も
の
は
、
こ
れ
を
こ
う
や
っ
て
書
く
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

な
い
と
な
か
な
か
読
み
に
く
い
。
つ
ま
り
書
け
る
こ
と
と
読
め
る
こ
と
が
、
非
常

に
近
接
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
楷
書
体
の
活
字
を
読
め

る
者
は
、
必
ず
し
も
書
け
な
い
と
い
う
幅
が
広
が
っ
て
き
ま
す
。

同
時
に
、
書
き
手
に
よ
る
文
字
の
特
徴
が
残
る
木
版
製
版
と
異
な
り
、
活
版
印

刷
の
文
字
は
書
き
手
の
個
性
を
抹
消
し
、
発
信
者
と
し
て
平
等
な
地
平
に
立
た
せ

る
こ
と
を
可
能
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
木
版
の
場
合
も
書
き
手
の
文
字
の
特

徴
が
あ
る
程
度
残
り
ま
す
が
、
活
版
は
完
全
に
標
準
化
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ

れ
を
男
が
書
い
た
か
女
が
書
い
た
か
、
文
字
の
上
手
な
人
だ
っ
た
の
か
と
い
っ
た

こ
と
は
全
然
問
わ
れ
ま
せ
ん
。
誰
が
書
い
た
か
、
わ
か
ら
な
い
状
況
に
な
り
ま
す
。

話
し
言
葉
の
場
合
、
話
し
手
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
切
り
離
せ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
活
版
印
刷
の
場
合
、
そ
の
人
が
年
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
女
性
な
の

か
、
偉
そ
う
な
人
な
の
か
、
太
っ
た
人
な
の
か
、
全
く
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

い
っ
た
自
由
さ
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
一
方
で
、
さ
き
ほ
ど
の
齋
藤
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
古
典

や
手
本
に
よ
る
定
型
句
か
ら
特
に
漢
字
を
開
放
し
ま
し
た
。
漢
字
は
古
典
の
中
に

入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
活
版
印
刷
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
こ
れ
ま

で
の
古
典
の
定
型
句
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
、
活
版
で
は
自
由
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
個
々
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
な
意
味
を
表
現
す
る
自
在
さ
を
生
み

出
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
活
版
印
刷
と
い
う
技
術
が
単
独
で
も
た
ら
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
活
版
印
刷
が
す
べ
て
を
変
え
た
と
い
っ
た
技
術
決
定
論
、
つ
ま
り
パ

ソ
コ
ン
で
す
べ
て
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
技
術
決
定
論
が
好
き
な

方
は
わ
り
と
多
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
技
術
と
そ
の
使
い

方
、
使
う
考
え
方
が
一
緒
に
な
っ
て
変
革
が
起
こ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
明

治
初
期
も
、
新
聞
雑
誌
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
と
情
報
を
多
数
の
人
に
伝
播
す
る
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
の
シ
ス
テ
ム
が
、
文
明
開
化
と
い
う
国
家
の
下
で
の
啓
蒙
思
想
と
と

も
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
大
き
な
変
化
が
起
き
た
の
で
す
。
そ
れ
を
明

示
し
た
の
が
、
あ
ま
り
新
聞
史
で
も
注
目
さ
れ
な
い
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の

新
聞
紙
条
例
で
す
。
こ
の
後
の
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
新
聞
紙
条
例
は
、
筆
禍

事
件
を
た
く
さ
ん
起
こ
す
の
で
大
変
有
名
で
す
が
、
明
治
四
年
の
新
聞
紙
条
例
は
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有
効
期
間
が
短
か
っ
た
の
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
読
ん
で
み
る
と
面
白

い
ん
で
す
。
そ
の
最
初
は
次
の
二
条
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

一
、
新
聞
紙
ハ
知
識
ヲ
啓
開
ス
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ベ
シ

つ
ま
り
、
新
聞
は
知
識
を
皆
さ
ん
に
広
げ
、
啓
蒙
す
る
こ
と
を
も
っ
て
目
的
と

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

一
、
人
ノ
知
識
ヲ
啓
開
ス
ル
ハ
、
頑
固
偏へ
ん

隘あ
い

ノ
心
ヲ
破
リ
文
明
開
化
ノ
域
ニ
導

カ
ン
ト
ス
ル
也
。
故
ニ
内
外
ヲ
問
ハ
ズ
所
有
ノ
事
実
ヲ
記
シ
、
博
ヲ
約
ニ
シ
遠
ヲ

近
フ
シ
、
以
テ
観
者
ノ
聞
見
ヲ
広
メ
国
家
為
治
ノ
万
一
ニ
裨
益
ア
ラ
ン
ヲ
要
ス
。

簡
単
に
言
う
と
、
新
聞
は
、
人
々
が
知
識
を
啓
い
て
頑
固
で
狭
い
心
を
破
り
、

文
明
開
化
の
域
に
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゆ
え
に
国
の

内
外
を
問
わ
ず
起
こ
っ
た
事
実
を
記
し
て
、
そ
れ
か
ら
あ
ま
ね
く
森
羅
万
象
を
短

く
縮
め
、
遠
く
に
あ
る
も
の
を
近
く
に
し
、
見
る
者
の
見
聞
を
広
め
て
国
家
統
治

の
た
め
に
利
益
を
与
え
る

こ
と
を
要
す
る
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
が
文
明
開
化
の
メ

デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
宣

言
し
た
も
の
で
す
ね
。
こ

の
条
例
に
は
も
っ
と
た
く

さ
ん
の
箇
条
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
中
で
も
う
一
つ

面
白
い
条
例
が
あ
り
ま

す
。一

、
文
ハ
極
メ
テ
平
易

ナ
ル
ヲ
主
ト
ス
、
奇
字
僻
文
ヲ
用
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。

つ
ま
り
、
新
聞
の
文
章
は
や
さ
し
く
書
き
な
さ
い
。「
奇
字
僻
文
」、
つ
ま
り
変

わ
っ
た
文
字
と
か
わ
か
り
に
く
い
文
章
は
用
い
な
い
ほ
う
が
い
い
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
翌
年
、
明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
発
布
さ
れ
る
学
制
と
と
も
に
、

易
し
い
文
章
で
多
く
の
人
々
に
知
識
を
与
え
て
教
育
す
る
機
関
と
し
て
新
聞
を

と
ら
え
て
奨
励
す
る
方
策
を
と
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
目
的
と
す
る

と
こ
ろ
は
、
文
字
を
読
め
な
い
文
盲
（
当
時
は
「
無
筆
」
と
言
い
ま
し
た
）
を
な
く

し
て
全
国
を
統
一
し
、
文
明
開
化
を
推
進
す
る
と
い
う
の
が
、
明
治
政
府
の
宣
言

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
言
う
は
易
く
行
う
は
難
し
で
、
平
易
な
文
章
に
よ
る
新
聞
の
実
現

は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
．
小
新
聞
の
ふ
り
が
な
が
持
つ
意
味

小
新
聞
は
「
こ
し
ん
ぶ
ん
」
と
読
む
明
治
初
期
の
用
語
で
す
。
最
初
の
活
版
印

刷
に
よ
る
日
刊
紙
『
横
浜
毎
日
新
聞
』
が
明
治
三（
一
八
七
〇
）
年
に
創
刊
さ
れ
ま

す
。
現
在
の
毎
日
新
聞
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
横
浜
に
観
光
へ
行
く
と
、
倉
庫

街
の
手
前
に
「
日
刊
紙
発
祥
の
碑
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
横
浜
毎
日
新
聞
社
が

あ
っ
た
場
所
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
神
奈
川
県
令
（
現
在
の
県
知
事
に

あ
た
る
）の
支
援
を
得
て
、
発
刊
さ
れ
た
最
初
の
日
刊
新
聞
で
す
。
東
京
で
も
『
東

京
日
日
新
聞
』『
日
新
真
事
誌
』
が
明
治
五（
一
八
七
二
）
年
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
、
和
紙
で
は
な
く
洋
紙
で
、
し
か
も
活
版
印
刷
で
、
体
裁
と
し
て
は
西

洋
の
新
聞
と
同
じ
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
文
章
が
難
し
か
っ
た
。
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
体
で
、
と
て
も
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「
平
易
」
と
は
言
い
難
い
も
の
で
し
た
。
さ
き
ほ
ど
田
中
先
生
が
『
明
六
雑
誌
』（
明

治
七
六
、一
八
七
三
年
創
刊
）
が
含
有
す
る
漢
字
の
割
合
を
示
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ

れ
く
ら
い
多
く
の
漢
字
が
あ
る
わ
け
で
す
。
今
の
大
学
生
に
は
難
し
く
て
読
め
な

い
く
ら
い
で
す
。
ふ
り
が
な
も
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
知
識
人
で
な
い
と
な
か
な
か
読
め
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
全
部
仮
名
文
字
で
書
い
た
新
聞
を
出
し
た
ら
読
み
や
す
い

じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
こ
と
で
、
前
島
密
（
一
八
三
五
〜
一
九
一
九
）
た
ち
が
、
平

仮
名
で
書
い
た
新
聞
を
試
み
ま
す
。
そ
れ
が
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
に
創
刊
さ
れ

た
『
ま
い
に
ち
ひ
ら
が
な
し
ん
ぶ
ん
し
』
で
す
。
平
仮
名
で
ず
ら
ず
ら
と
書
く
と
か

え
っ
て
読
み
に
く
い
の
で
、
単
語
ご
と
に
ス
ペ
ー
ス
を
置
い
た
、
分
か
ち
書
き
を

し
て
あ
り
ま
す
。「
わ
が 

く
に 

の
…
…
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
間
を
あ
け
て
い
る

の
で
す
が
、
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
後
は
タ
ダ
で
配
る
よ
う
に
も
し
た

の
で
す
が
、
ち
っ
と
も
売
れ
な
い
し
、
読
ん
で
も
く
れ
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。

問
題
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
一
つ
は
、
漢
字
を
捨
て
て
も
漢
語
が
排
除
し
き
れ

な
い
と
い
う
日
本
語
の
語
彙
と
文
体
の
問
題
で
す
。
あ
る
程
度
知
識
の
あ
る
こ
と

を
言
お
う
と
思
う
と
、
漢
語
を
な
か
な
か
排
除
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
今
日
は
天

気
が
い
い
の
「
天
気
」
も
、
一
応
漢
語
で
す
。「
て
ん
き
」
と
書
い
て
わ
か
ら
な
い

こ
と
は
な
い
で
す
が
、「
こ
の
度
鉄
道
が
敷
か
れ
た
」
と
か
を
和
語
に
直
し
て
表
現

し
て
、
そ
れ
を
読
者
が
読
ん
で
く
れ
る
か
。
な
か
な
か
難
し
い
。
こ
う
い
っ
た
問

題
が
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
漢
字
こ
そ
男
が
学
ぶ
正
当
な
本
字
で
あ
り
、
仮
名
は
本
字
を
崩

し
た
女
子
ど
も
用
の
文
字
で
あ
る
と
い
う
、「
漢
字
権
威
主
義
」
と
私
は
呼
ん
で

い
ま
す
が
、
漢
字
の
ほ
う
が
偉
い
ん
だ
、
漢
字
を
読
み
書
き
す
る
ほ
う
が
賢
い
ん

だ
と
い
っ
た
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、「
平
仮
名
の
文
章
か
」
と

言
っ
て
、
普
通
の
立
身
出

世
を
夢
見
る
学
あ
る
男
性

た
ち
は
、
買
お
う
と
は
露

ほ
ど
も
思
わ
な
か
っ
た
ん

で
し
ょ
う
。
今
で
も
そ
う

だ
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
今
新
聞

の
発
行
部
数
は
ど
ん
ど
ん

減
っ
て
い
ま
す
。
新
聞
を

読
む
人
は
少
な
い
か
ら
、
ふ
り
が
な
つ
き
の
新
聞
を
だ
し
た
ら
ど
う
で
す
か
と
記

者
に
言
う
と
、「
と
ん
で
も
な
い
！
」
と
い
っ
た
こ
と
を
言
い
ま
す
ね
。
で
も
、
ふ

り
が
な
つ
き
だ
っ
た
ら
、
留
学
生
で
も
読
め
ま
す
。
海
外
で
日
本
語
を
学
習
し
て

い
る
人
た
ち
が
読
む
の
も
、
と
て
も
楽
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
記
者
た
ち
は

「
い
や
〜
そ
れ
は
」
と
言
っ
て
賛
同
し
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
恥
ず
か
し
い
み
た

い
な
部
分
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
根
底
に
は
漢
字
権
威
主
義
が
、
ど
こ
か
現

在
に
も
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

難
し
い
漢
字
は
読
め
な
い
が
、
仮
名
文
字
だ
け
で
は
だ
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
一
計
を
案
じ
た
人
が
い
ま
し
た
。
全
部
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
ふ
っ
て
し

ま
う
方
法
を
全
面
的
に
採
用
し
、
か
つ
、
そ
の
ふ
り
が
な
に
話
し
言
葉
を
取
り

入
れ
よ
う
と
考
え
た
の
で
す
。
話
し
言
葉
は
、
当
時
「
俗
談
平
話
」
と
称
し
て
い

ま
し
た
。「
俗
談
」
は
俗
の
談
話
だ
し
、「
平
話
」
は
易
し
い
言
葉
と
い
う
こ
と
で

す
。
口
に
す
る
よ
う
な
易
し
い
言
葉
で
ふ
り
が
な
を
つ
け
、
漢
字
が
あ
る
文
章
で

も
読
ま
せ
る
文
体
を
用
い
て
発
行
さ
れ
た
の
が
、
現
在
ま
で
続
く
『
読
売
新
聞
』

で
す
。
別
に
読
売
新
聞
社
の
宣
伝
を
し
た
い
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
七
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（
一
八
七
四
）
年
一
一
月
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
非
常
に
売
れ
る
ん
で
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
一
万
部
。
当
時
の
新
聞
の

発
行
部
数
は
、
福ふ
く

地ち

桜お
う

痴ち

（
一
八
四
一
〜
一
九
〇
六
）
が
主
筆
を
務
め
る
権
威
あ
る

『
東
京
日
日
新
聞
』で
も
、
五
、〇
〇
〇
部
と
か
何
千
部
と
い
う
程
度
。
当
時
の
日
本

の
人
口
は
約
三
、五
〇
〇
万
人
で
す
。
今
の
人
口
か
ら
み
る
と
三
分
の
一
か
ら
四
分

の
一
程
度
で
す
が
、
そ
れ
で
も
五
、〇
〇
〇
部
と
い
う
の
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。

そ
れ
ぐ
ら
い
の
ミ
ニ
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
読
売
新
聞
』
は
、

平
仮
名
つ
き
で
出
し
た
ら
あ
っ
と
い
う
間
に
一
万
部
を
超
え
た
。

こ
の
小
新
聞
に
特
徴
的
な
ふ
り
が
な
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

「
一を
と
と
い

昨
日
」。
こ
れ
は
「
い
っ
さ
く
じ
つ
」
と
い
う
の
が
本
来
の
字
音
の
仮
名
で
す

が
、
普
通
話
し
言
葉
で
「
一い
っ
さ
く
じ
つ

昨
日
、
お
会
い
し
ま
し
た
ね
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
よ

ね
。「
一お
と
と
い

昨
日
会
っ
た
よ
ね
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「
お
と
と
い
」
と
い
う
話
し
言

葉
を
そ
の
ま
ま
ふ
り
が
な
に
用
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
行
状
」
と
漢
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、「
お
こ
な
い
」
と
い
う
話
し
言

葉
を
そ
の
ま
ま
ふ
り
が
な
に
つ
け
ち
ゃ
う
。

も
っ
と
面
白
い
の
が
、「
会
計
」
に
つ
け
ら
れ
た「
か
ん
ぜ
う
」
と
い
う
ふ
り
が
な

で
す
。
つ
ま
り
「
お
か
ん
じ
ょ
う
」
で
す
。
今
で
は
難
し
い「
勘
定
」
の
字
を
書
き

ま
す
が
、「
会
計
」
と
い
う
字
に
「
か
ん
じ
ょ
う
」
と
つ
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
も
と
も

と
は
漢
語
で
す
が
、
話
し
言
葉
で
使
っ
て
い
る
音
を
そ
の
ま
ま
漢
字
に
つ
け
る
。

「
消た
よ
り息

」「
融や
り
く
り通

」「
無た

だ償
」「
愚か
ら
か
い弄

」「
浮あ
ぶ
な
い雲

」。

『
浮
雲
』
と
い
う
小
説
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
の
読
者
は
、
た
ぶ
ん
「
浮
雲
（
あ

ぶ
な
い
）」
と
い
う
意
味
を
思
い
浮
か
べ
て
読
ん
で
い
た
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
、「
江せ
け
ん湖

」「
親み
よ
り族

」。
な
か
な
か
味
が
あ
る
ふ
り
が
な
で
す
よ
ね
。
こ

う
い
っ
た
ふ
り
が
な
は
、
読
み
書
き
が
で
き
な
い
人
々
で
も
口
に
し
て
い
る
俗
語

に
漢
字
を
引
き
当
て
た
訓
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
字
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
し

た
と
こ
ろ
が
、
小
新
聞
の
成
功
を
導
い
た
と
言
え
ま
す
。
仮
名
文
字
は
読
め
る
が

漢
字
の
読
み
に
困
難
を
感
じ
る
準
識
字
層
、
つ
ま
り
、
漢
字
も
平
仮
名
も
大
体
読

め
る
と
い
う
層
が
完
全
な
識
字
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
私
は
漢
字
は
ち
ょ
っ
と

…
…
だ
け
ど
平
仮
名
は
読
め
る
よ
」
と
い
う
層
を
「
準
識
字
層
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
そ
の
準
識
字
層
に
対
し
、
漢
字
へ
の
志
向
を
排
除
せ
ず
に
ふ
り
が
な
と
い

う
は
し
ご
を
か
け
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
小
新
聞
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
ふ

り
が
な
の
ほ
う
が
主
体
と
な
っ
て
、
漢
字
は
従
で
す
。
た
と
え
ば
、「
苦
責
る
」
に

「
い
じ
め
る
」
と
ふ
り
が
な
が
ふ
っ
て
あ
り
ま
す
が
、
ふ
り
が
な
が
な
い
と
読
め
ま

せ
ん
。
ま
た
「
有
益
こ
と
」
に
は
、「
た
め
に
な
る
こ
と
」
と
ふ
り
が
な
が
ふ
っ
て

あ
り
、
意
味
が
わ
か
り
ま
す
。
な
か
な
か
遊
ん
で
る
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ

う
い
っ
た
ふ
り
が
な
な
し
で
は
読
め
な
い
箇
所
も
あ
り
ま
す
。
ふ
り
が
な
の
つ
い

た
文
章
の
ほ
う
が
本
体
で
、
そ
こ
に
漢
字
が
ふ
っ
て
あ
る
の
を
「
ふ
り
漢
字
」
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
古
典
や
古
語
に
よ
る
和
訓
や
字
音
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、

新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
庶
民
の
た
め
の
訓
の
試
み
で
し
た
。

実
際
、
こ
の
小
新
聞
を
街
頭
で
読
み
あ
げ
て
新
聞
を
売
る
呼
び
売
り
を
や
っ
て

い
ま
し
た
。「
こ
れ
今
日
は
〜
」
と
い
っ
た
感
じ
で
、
広
場
や
街
角
な
ど
で
読
ん

で
、「
そ
れ
一
枚
ち
ょ
う
だ
い
」
と
売
り
買
い
し
て
い
ま
し
た
。「
呼
び
売
り
」
と

言
っ
て
、
こ
の
販
売
方
法
を
ほ
と
ん
ど
の
小
新
聞
は
採
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
数
年
で
禁
止
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
、
今
で
言

う
「
不
倫
」
な
ど
の
記
事
が
出
た
と
す
る
と
、
そ
の
当
事
者
の
家
の
前
に
い
っ
て
、

「
こ
れ
今
日
は
○
○
さ
ん
の
…
…
」
と
読
み
あ
げ
ら
れ
る
と
、
周
辺
の
人
達
は
た
い

へ
ん
困
惑
し
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
で
当
事
者
が
ス
ッ
と
家
か
ら
出
て
き
て
、「
そ
れ
全

部
買
う
か
ら
や
め
て
」
と
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
半
分
押
し
売
り
み
た
い
な
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部
分
が
出
て
き
て
止
め
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
数
年
間
は
小
新
聞
の
呼
び
売

り
が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
販
売
方
法
と
も
つ
な
が
っ
て
い
て
、
小
新
聞
の
ふ
り
が
な
は
、
結

果
と
し
て
漢
字
を
大
衆
化
す
る
方
向
へ
加
勢
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
漢
字
が
読
め

な
い
が
、
ふ
り
が
な
を
つ
け
て
あ
る
か
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

漢
字
が
使
え
る
前
段
階
に
な
る
ん
で
す
。
や
が
て
呼
び
売
り
が
姿
を
消
し
、
オ
ー

ラ
ル
な
表
現
と
の
つ
な
が
り
が
薄
れ
、
俗
語
に
よ
る
自
由
な
読
み
を
失
っ
て
、
振

り
仮
名
が
規
範
化
す
る
と
、
そ
れ
は
漢
字
の
オ
ト
を
添
え
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ

な
く
な
り
、
難
し
い
漢
字
を
は
び
こ
ら
せ
庶
民
の
目
を
く
ら
ま
す
魔
術
に
転
化
す

る
土
壌
を
も
生
み
出
し
た
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
ふ
り
が
な
は
さ
き
ほ
ど
の
ふ

り
が
な
の
よ
う
な
自
由
さ
を
失
っ
て
、
こ
の
漢
字
に
は
こ
の
ふ
り
が
な
、
こ
れ
と

こ
れ
が
一
対
一
と
い
っ
た
標
準
化
が
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
単
に
漢

字
が
記
号
と
し
て
、「
こ
れ
は
こ
う
読
む
ん
だ
」
と
い
う
規
則
が
定
ま
り
、
表
現
さ

れ
る
だ
け
の
手
段
に
な
っ
て
、
話
し
言
葉
と
あ
ま
り
関
係
が
な
く
な
っ
て
い
き
、

漢
字
を
「
受
け
入
さ
せ
る
」
手
段
に
転
化
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
漢
字
を

繁
栄
さ
せ
て
い
く
。「
わ
か
ら
な
い
け
ど
読
め
る
」
と
い
う
漢
字
の
需
要
層
を
膨
大

に
作
り
出
し
て
い
く
ん
で
す
。
そ
の
典
型
例
が
、
帝
国
文
語
の
下
で
の
漢
字
権
威

主
義
と
言
文
一
致
で
す
。

三
．
帝
国
文
語
の
下
で
の
漢
字
権
威
主
義
と
言
文
一
致

明
治
政
府
に
よ
る
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
語
の
頂
点
は
、
明
治
二
二

（
一
八
八
九
）
年
発
布
の
大
日
本
帝
国
憲
法
と
、
翌
年
明
治
二
三（
一
八
九
〇
）
年

の
教
育
勅
語
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
幕
末
ま
で
一
部
知
識
人
が
弄
ぶ
に
す
ぎ
な

か
っ
た
漢
文
訓
読
体
と
区
別
し
て
、
明
治
政
府
が
作
り
上
げ
た
文
語
を
、
私
は

「
帝
国
文
語
」
と
呼
び
区
別
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
帝
国
文
語
は
難
解
な
文
章
で

あ
り
、
明
治
の
知
識
人
、
福
地
桜
痴
は
こ
の
新
文
体
を
「
鵺ぬ
え
ぶ
ん文
」
と
称
し
ま
し
た
。

福
地
は
、「
全
文
ノ
結
構
ハ
英
。
使
用
ノ
字
ハ
漢
。
而
シ
テ
接
続
ノ
文
法
ハ
日
本
ナ

レ
バ
、
之
ヲ
名
ケ
テ
和
漢
洋
ノ
鵺
文
ナ
リ
」、
つ
ま
り
文
章
の
組
み
立
て
は
英
語
、

使
う
語
は
漢
語
、
つ
な
げ
て
い
る
文
法
は
日
本
語
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

福
地
桜
痴
は
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
論
説
を
ず
っ
と
書
い
て
き
て
、
知
識
人
の

リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
人
で
す
が
、
こ
の
「
鵺
文
」
を
作
り
出
し
て
き
た
張
本
人
の
一
人

で
あ
り
、
実
際
に
こ
う
言
っ
て
反
省
し
て
い
る
ん
で
す
。

新
聞
は
こ
の
「
鵺
文
」
を
ふ
り
が
な
つ
き
で
広
め
、
全
国
民
に
読
ま
せ
る
よ
う
普

及
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
頃
か

ら
大
新
聞
と
小
新
聞
が
双
方
の
特
徴
を
取
り
入
れ
、
中
新
聞
化
が
進
行
す
る
と
と

も
に
、
新
聞
の
言
語
も
、
大
新
聞
の
漢
文
訓
読
を
基
に
し
た
文
体
を
基
本
と
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
是
よ
り
以
後
他
国
民
に
損
害
を
加
ふ
る
の
行

為
続
々
生
ぜ
ば
由
々
し
き
大
問
題
と
な
る
べ
き
や
論
な
し
」
と
い
っ
た
文
語
体
が
、

明
治
半
ば
く
ら
い
か
ら
大
正
初
め
く
ら
い
ま
で
の
論
説
や
外
電
な
ど
を
中
心
に
す

え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
〜
で
あ
る
」「
〜
な
の
だ
」
と
い
う
や
や
口
語
に
近
い

文
体
が
、
随
筆
や
娯
楽
的
な
記
事
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
両
方
の
文
体
に
全

部
、
ふ
り
が
な
を
振
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
定
着
す
る
ん
で
す
。
今
の
新
聞
に
は

ふ
り
が
な
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
初
期
ま
で
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
新
聞
に
は
ふ
り

が
な
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
新
聞
に
と
っ
て
も
非
常
に
プ
ラ
ス
だ
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
新
聞
の
文
体
は
、
立
身
出
世
を
夢
見
る
青
年
層
を
中
心

に
、
漢
字
権
威
主
義
を
強
化
す
る
方
向
へ
働
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
す
る
反
動
が
、
日
清
戦
争
以
降
に
推
進
さ
れ
た
言
文
一
致
運
動
で
す
。
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言
文
一
致
運
動
は
、
東
京
山
の
手
言
葉
を
基
に
し
た
標
準
語
政
策
と
方
言
撲
滅
運

動
と
並
行
し
て
、
日
本
語
を
国
語
と
し
て
統
一
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
が
、

新
聞
は
こ
こ
で
言
文
一
致
運
動
に
添
う
方
向
に
舵
を
と
り
ま
す
。
口
語
体
を
全
記

事
へ
と
拡
大
し
、
使
用
す
る
漢
字
を
制
限
す
る
改
革
を
進
め
ま
す
。
明
治
後
半
の

新
聞
に
比
べ
て
、
大
正
末
の
新
聞
記
事
の
漢
字
の
数
や
種
類
、
あ
る
い
は
難
し
さ

は
減
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
文
章
を
読
ん
で
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
は

ま
た
、
新
聞
自
身
の
事
業
の
合
理
化
と
拡
大
と
い
う
利
益
に
か
な
う
も
の
で
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
新
聞
記
事
を
読
み
や
す
く
す
る
の
は
、
読
者
層
を
拡
大
す
る
こ
と
に

他
な
り
ま
せ
ん
か
ら
。

就
学
率
が
男
女
と
も
に
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
た
一
九
二
〇
年
代
に
、『
大

阪
朝
日
』
と
『
大
阪
毎
日
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
万
部
を
超
え
る
発
行
部
数
を
上
げ
る

に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
部
数
拡
大
に
、
言
文
一
致
運
動
に
即
し
た
文
章
改

革
と
ふ
り
が
な
が
寄
与
し
た
の
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
時
期
に
新
聞
雑
誌

は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
直
ち
に
マ
ス
・
リ
テ
ラ

シ
ー
の
時
代
の
到
来
を
意
味
し
ま
せ
ん
。
都
市
部
で
の
新
聞
購
読
率
は
各
種
の
調

査
か
ら
七
割
以
上
に
達
し
て
い

た
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
農
村
部

で
は
五
割
以
下
だ
っ
た
と
推
定

さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
新

聞
の
普
及
率
は
全
体
的
に
六
割

程
度
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。

四
．
放
送
メ
デ
ィ
ア
と
ふ
り
が
な
の
廃
止

新
聞
中
心
に
語
っ
て
き
ま
し
た
が
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
、
一
九
三
〇

年
前
後
に
メ
デ
ィ
ア
と
日
本
語
の
関
係
は
変
化
し
ま
す
。
ま
ず
、
大
正
一
四

（
一
九
二
五
）
年
に
東
京
放
送
局
が
開
局
し
ラ
ジ
オ
放
送
が
始
ま
り
ま
す
。
ま
た
、

ト
ー
キ
ー
映
画
が
製
作
・
上
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
音
声
の
メ
デ
ィ
ア
が
一
般

的
な
広
が
り
を
見
せ
ま
し
た
。
映
画
や
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
、
標
準
語
の
音
声
を
聞

く
こ
と
は
、
標
準
語
以
外
を
話
す
人
々
に
と
っ
て
は
重
要
な
影
響
を
与
え
る
体
験

で
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
教
室
の
な
か
で
教
師
に
よ
っ
て
主
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
標

準
語
の
音
声
が
、
電
波
に
よ
っ
て
よ
り
生
き
生
き
し
た
か
た
ち
で
聞
く
こ
と
が
可

能
と
な
り
、
標
準
語
の
広
が
り
を
格
段
に
促
進
し
ま
し
た
。

も
う
一
つ
は
、
昭
和
一
三（
一
九
三
八
）
年
に
山
本
有
三（
一
八
八
七
〜

一
九
七
四
）
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
聞
雑
誌
に
お
け

る
ふ
り
が
な
の
廃
止
で
す
。
漢
字
制
限
を
促
進
し
、
国
語
を
浄
化
し
て
文
明
国
に

ふ
さ
わ
し
い
文
章
に
す
る
と
い
う
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、

日
中
戦
争
開
始
後
の
戦
時
体
制
下
で
の
合
理
化
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。
一

方
で
、
ラ
ジ
オ
の
普
及
に
よ
り
、
漢
字
の
読
め
な
い
準
識
字
層
が
新
聞
で
は
な
く

ラ
ジ
オ
か
ら
情
報
を
得
る
状
況
が
生
じ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

少
な
く
と
も
ラ
ジ
オ
で
聞
い
て
も
わ
か
る
よ
う
な
文
章
が
、
情
報
伝
達
に
は
望
ま

し
か
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
戦
後
の
昭
和
二
八
（
一
九
四
八
）
年
に
占
領
軍
の
指
導
の
下
で
実
施

さ
れ
た
「
日
本
人
の
読
み
書
き
能
力
調
査
」
で
は
、
新
聞
の
語
彙
を
理
解
し
、
簡

単
な
新
聞
の
文
章
が
読
め
る
か
ど
う
か
が
試
さ
れ
ま
し
た
。
今
皆
さ
ん
が
や
れ
ば
、

必
ず
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
合
格
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
く
ら
い
簡
単
な
調
査
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で
す
。
こ
の
中
で
、「
新
聞
を
ど
の
く
ら
い
読
む
か
」
も
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、「
新
聞
を
読
ま
な
い
」
人
は
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、「
少
し
読
む
」
が

二
三
パ
ー
セ
ン
ト
、「
読
む
」
と
答
え
た
人
が
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
た
。
こ
れ
は
、

さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
新
聞
購
読
率
が
六
割
程
度
だ
っ
た
と
い
う
推
定
と
大
体
合
致
し

ま
す
。
ま
た
、
新
聞
を
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
も
、
調
査
を
突
き
合
わ
せ
る
と
わ

か
り
ま
す
。
新
聞
を
全
く
理
解
で
き
な
い
と
い
う
人
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
、
半

分
以
下
し
か
理
解
で
き
な
い
人
は
二
割
、
三
分
の
二
程
度
し
か
理
解
で
き
な
い
人

が
約
二
割
、
ほ
ぼ
全
部
理
解
で
き
る
と
い
う
識
字
者
が
五
〜
六
割
で
し
た
。

こ
の
調
査
の
結
果
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
「
日
本
の
識
字
率
は
高
い
」
と
い

う
結
論
と
し
て
、
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、

全
体
の
結
果
と
し
て
完
全
文
盲
、
つ
ま
り
一
文
字
も
読
め
な
い
人
は
一・
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
平
仮
名
は
読
め
る
け
ど
漢
字
は
読
め
な
い
不
完
全
文
盲
が
二
・一
パ
ー
セ
ン

ト
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と
の
九
〇
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
漢
字
が
読
め
る
と
い
う

こ
と
で
、
識
字
率
が
高
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
が
流
布
さ
れ
た
ん
で
す
。

実
は
、
ち
ゃ
ん
と
報
告
書
を
読
む
と
、
や
さ
し
い
問
題
で
す
か
ら
完
全
回
答
で

き
て
不
思
議
は
な
い
の
で
す
が
、
満
点
を
と
っ
た
の
は
全
体
の
六
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
し
か
い
な
い
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
九
割
の
人
は
満
点
は
と
れ
な
い
け
ど
、

読
め
る
と
い
う
「
不
完
全
識
字
」
な
ん
で
す
ね
。
な
の
で
「
識
字
の
神
話
」
と
言
っ

て
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
日
本
の
識
字
は
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
の
か
と
言
う
と
、

そ
れ
ほ
ど
高
く
な
か
っ
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
漢
字

に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
ふ
り
が
な
を
廃
止
し
た
状
況
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
新
聞
の
普
及
率
は
下
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
に
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ
放
送

も
、
新
聞
読
者
を
減
ら
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
、

一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
新
聞

の
普
及
率
は
上
昇
し
ま
す
。
都
市
部
だ
け
で
な
く
農
村

部
も
ほ
と
ん
ど
全
世
帯
が
新
聞
を
購
読
す
る
時
代
を

迎
え
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
そ
う

い
っ
た
時
代
が
は
っ
き
り
と
記
憶
に
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
一
九
六
〇
年
代
頃
に
、
被
差
別
部
落
な
ど
に
お
け
る
識
字
運
動
が
展
開
し
た

の
は
、
新
聞
の
普
及
と
マ
ス
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の
成
立
状
況
を
反
面
か
ら
語
っ
て
い

る
と
言
え
ま
す
。

こ
れ
か
ら
、
現
在
、
あ
る
い
は
将
来
の
日
本
の
識
字
を
考
え
る
時
は
、
新
聞
が

読
め
る
か
と
い
う
の
が
目
安
と
な
る
の
か
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち

は
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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こ
れ
か
ら
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
始
し

ま
す
。
時
間
が
限
ら
れ
て
お
り
、
短
い
時
間
で
の
パ

ネ
ル
と
な
り
ま
す
が
、
最
初
に
会
場
か
ら
た
く
さ
ん

の
ご
質
問
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に

つ
い
て
講
師
の
方
か
ら
ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
す
。

順
に
、
お
一
人
五
分
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
。

清
水　

ま
ず
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
の
標
準
語
化
の

歴
史
を
簡
単
で
い
い
か
ら
教
え
て
ほ
し
い
」
と
い
う

ご
質
問
で
す
。
さ
き
ほ
ど
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇

世
紀
に
か
け
て
日
本
で「
国
語
」「
標
準
語
」
が
問
題

に
な
る
と
申
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
ド
イ

ツ
人
の
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
と
か
、
イ
タ
リ
ア
人

の
国
家
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
が
で
き
る
の
は
、
明

治
維
新
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
時
期
で
す
。
イ
タ

リ
ア
が
イ
タ
リ
ア
王
国
と
し
て
統
一
さ
れ
た
の
は

一
八
六
一
年
、
ド
イ
ツ
も
プ
ロ
イ
セ
ン
が
力
を
伸
ば

し
て
ド
イ
ツ
帝
国
が
成
立
す
る
の
が
一
八
七
一
年
で

す
。
フ
ラ
ン
ス
が
普
仏
戦
争
で
負
け
て
新
し
い
時
代

に
は
い
る
の
も
そ
の
時
期
で
す
。
一
九
世
紀
半
ば
以

降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
語
と
か
イ

タ
リ
ア
語
と
か
の「
○
○
語
」
が「
国
民
」「
国
家
」
と

結
び
つ
い
た
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
、
そ
こ
で「
正
書

法
」
や
そ
の
言
語
に
お
け
る
言
語
教
育
、
つ
ま
り
国

語
教
育
が
展
開
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の

国
の
議
会
で
ど
ん
な
言
葉
を
使
う
べ
き
か
、
使
っ
て

は
い
け
な
い
か
と
い
っ
た
議
論
も
さ
れ
ま
す
。
日
本

が
国
語
・
標
準
語
議
論
を
展
開
す
る
ほ
ん
の
少
し
前

の
時
代
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
い
わ
ゆ
る
国
語
の
時

代
に
は
い
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
に
古
い
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
国
語
改
革
運
動
の
流
れ
は
、

そ
う
し
た
欧
州
で
の
国
民
国
家
形
成
の
流
れ
を
か
な

り
意
識
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

私
の
話
の
補
足
に
も
な
る
あ
り
が
た
い
質
問
で
し

た
。

　

ま
た
、
複
数
の
方
か
ら
、
学
制
と
並
べ
て
指
摘
し

た
徴
兵
令
に
関
し
て
、「
徴
兵
令
に
よ
っ
て
日
本
中
の

若
い
男
性
が
軍
隊
に
集
め
ら
れ
、
そ
こ
で
あ
る
種
の

軍
隊
言
葉
、
軍
隊
教
育
に
よ
る
共
通
言
語
と
い
っ
た

も
の
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
言
語
の
共
通
語
化
、
標

準
語
化
に
ど
ん
な
役
割
を
負
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
つ

い
て
の
評
価
を
も
っ
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い

小木曽 智信
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う
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
私
も
前
か

ら
考
え
て
は
い
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
整

理
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
今
後
の

宿
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
軍
隊
に
徴
兵
で
は
い
っ
て
く
る
よ
う
な

人
た
ち
は
、
わ
り
に
地
方
ご
と
に
ま
と
ま
っ
て「
○

○
連
隊
」
を
構
成
し
ま
す
の
で
、
兵
卒
レ
ベ
ル
で
は

案
外
、
方
言
的
な
色
彩
が
強
く
生
き
残
っ
た
と
い
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
軍
隊
を
考
え
て
い
く
と
き
、
陸

軍
と
海
軍
と
で
性
格
が
随
分
違
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
ち
ょ
っ
と
ず
れ
た
答
え
に
な
り
ま
す
が
、
国
語
問

題
・
国
語
教
育
を
論
ず
る
と
き
、
国
民
の
ど
の
層
を

想
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
明
治
末

年
に
漢
字
や
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
が
あ

り
ま
し
た
。
小
学
校
教
育
し
か
受
け
ら
れ
な
い
人
々

を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
よ
り
や
さ
し
い
表
音
式
仮
名
遣

い
に
す
る
か
、
当
時
で
言
う
と
国
民
の
何
パ
ー
セ
ン

ト
に
も
な
ら
な
い
中
学
以
上
に
進
学
で
き
る
人
た
ち

に
期
待
し
て
、
歴
史
的
な
仮
名
遣
い
を
採
用
す
る

べ
き
か
、
と
い
う
深
刻
な
論
争
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ

の
と
き
、
陸
軍
の
代
表
で
出
て
く
る
の
が
軍
医
総
監

の
森
鴎
外（
一
八
六
二
〜
一
九
二
二
）
で
す
。
彼
は
、

「
陸
軍
の
意
見
も
聞
い
て
私
は
言
う
の
だ
」
と
脅
し

を
か
け
て
、
激
烈
な
表
音
式
仮
名
遣
い
批
判
を
し
て

歴
史
的
仮
名
遣
い
を
使
う
べ
し
と
主
張
し
ま
す
。
一

方
、
海
軍
の
代
表
は
伊
地
知
彦
次
郎（
一
八
六
〇
〜

一
九
一
二
）と
い
う
日
露
戦
争
時
の
戦
艦
三
笠
の
艦
長

で
、
当
時
の
海
軍
教
育
本
部
の
部
長
で
す
。
伊
地
知

は「
海
軍
と
し
て
は
将
兵
の
教
育
の
た
め
に
は
仮
名

遣
い
は
簡
単
な
ほ
う
が
い
い
」
と
主
張
し
、
表
音
式

仮
名
遣
い
を
進
め
る
よ
う
議
論
し
て
い
き
ま
す
。
軍

隊
の
問
題
を
考
え
て
い
く
と
き
、
陸
軍
が
ど
う
だ
っ

た
か
、
海
軍
が
ど
う
だ
っ
た
か
も
き
ち
ん
と
見
て
い

く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
生
き
証
人
に

な
っ
て
く
だ
さ
る
方
が
、
い
よ
い
よ
最
高
齢
者
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
今
の
う
ち
に
や
っ
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宿
題
と
し
て
受
け
止
め
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

他
に
も
い
く
つ
か
質
問
を
受
け
て
お
り
ま
す
が
、

時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
で
お
答
え
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

小
林　

ま
ず
、「
文
末
の「
わ
」
は
江
戸
時
代
で
は
男

女
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
が
、
女

性
語
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
機
能
す
る
ま
で
に
、
男
性

の
会
話
文
へ
の
現
れ
方
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

で
し
ょ
う
」
と
い
う
ご
質
問
が
き
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
気
づ
き
と
か
言
い
捨
て
の
文
末
辞
と
し
て
、
男

性
は
そ
の
ま
ま
「
〜
だ
ワ
」「
あ
っ
た
ワ
」（
ワ
は
下
降

調
）
で
、
現
在
の
関
西
弁
の「
ワ
」
と
同
じ
で
す
ね
。

そ
ん
な
感
じ
で
江
戸
期
で
も
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
「
わ
い
」
は
、
男
性
も
女
性
も
け
っ
こ
う
使
っ
て
い

ま
す
。
今
も
方
言
に
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
〜
だ
わ
い
」「
〜
で
す
わ
い
」
と

か
。
江
戸
時
代
の
講
義
や
説
教
の
場
で
、「
〜
わ
い
」

な
ど
は
、
最
後
を
し
め
く
く
る
文
体
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
女
性
の
場
合
、
私
が
言
い
た
い

の
は
、「
わ
い
な
」「
わ
い
の
」
と
か
、
あ
る
と
き
に
は

「
わ
い
な
あ
」「
わ
い
の
う
」
と
か
、
す
ご
く
艶
め
か
し

清水 康行
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い
音
調
を
か
け
る
と
、
遊
里
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

ば
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
再
生
産
さ
せ
て

明
治
の〝
新
し
い
女
〞
の
自
己
主
張
を
表
す
「
〜
わ
」

が
で
き
た
プ
ロ
セ
ス
を
見
つ
め
直
す
こ
と
の
重
要
性

で
す
。
男
性
は
言
い
捨
て
と
い
う
表
現
法
で「
〜
ワ
」

を
使
っ
て
い
き
ま
す
が
、
女
性
た
ち
は
そ
う
で
は
な

い
か
た
ち
で
、「
で
す
」「
ま
す
」
に
も
あ
う
か
た
ち
の

も
の（
音
調
・
抑
揚
）
を
選
び
取
っ
て
い
っ
た
。
幕
末

か
ら
明
治
二
、三
十
年
、
も
う
少
し
ス
パ
ン
を
長
く
言

う
と
三
〇
年
、
六
〇
年
か
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
選
び
取
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、「
江
戸
語
的
な
「
わ
」
と
、
明
治
の

お
嬢
様
こ
と
ば
的
な
「
わ
」に
は
、
接
続
す
る
語
の
違

い
な
ど
、
形
式
的
な
差
異
は
見
ら
れ
ま
す
か
」
と
い

う
ご
質
問
で
す
。
や
は
り
、
江
戸
時
代
後
期
〜
幕
末

の
女
性
た
ち
が
自
己
主
張
の
手
段（
表
現
法
）と
し
て

「
わ
」
を
使
お
う
と
し
た
と
き
、
投
げ
出
す
の
で
は
な

く
、「
で
す
」「
ま
す
」に
つ
け
て
冷
静
で
丁
寧
な
説
得

力
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
使

い
こ
ま
れ
、
広
く
真
似
さ
れ
て
、
後
に
は
、
も
う
女

学
生
の
会
話
の
月
並
み
な
文
末
辞
と
な
っ
て
い
く
。

女
学
生
の
会
話
で「
〜
だ
わ
」「
困
っ
ち
ゃ
っ
た
わ
」

の
よ
う
な
言
い
方
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
と
、
も
う

形
式
的
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
漱
石
作

品
の
女
学
生
の
会
話（
た
と
え
ば
、『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』の
雪
江
さ
ん
）に
は
、
そ
の
可
能
性
が
強
い
。
同

じ
作
品
で
も
女
学
生
な
の
か
、
女
学
校
を
出
て
ま
だ

間
も
な
い
の
か
、
随
分
年
数
が
た
っ
て
い
る
の
か
な

ど
、
年
代
差
と
文
脈
の
な
か
で
読
み
解
い
て
い
く
ほ

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
お
姉
言
葉
に
つ
い
て
、
最
近
外
国
人
研
究

者
の
本
が
出
ま
し
た
が
」
と
い
う
前
置
き
が
あ
り
ま

し
た
が
、
私
ち
ょ
っ
と
不
勉
強
で
、
ど
う
い
う
本
な

の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
と
で
検
索
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

そ
の
コ
メ
ン
ト
の
続
き
は
、「
従
来
研
究
を
さ
れ
て

き
た
女
こ
と
ば
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
先
生

は
お
考
え
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
お
姉
こ
と
ば
と
女
こ
と
ば
は
、
も
ち
ろ
ん

歌
舞
伎
が
最
盛
期
の
こ
ろ
、
女
形
と
言
わ
れ
る
人
の

声こ
わ
ね音

や
セ
リ
フ
は
、
わ
り
と
遊
里
の
こ
と
ば
と
重
な

る
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
真
似
る
の
は
江
戸

時
代
に
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
っ
て

お
ら
れ
る
の
は
、
明
治
後
半
以
降
完
成
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る「
で
す
わ
」「
だ
わ
」「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」「
嘘

で
す
も
の
」「
よ
く
っ
て
」
の
よ
う
な
女
こ
と
ば
を
指

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、

私
が
さ
き
ほ
ど
ご
説
明
し
た
自
己
主
張
に
ふ
さ
わ
し

い
言
い
方
を
求
め
て
選
び
取
っ
た
、
プ
ロ
セ
ス
を
経

て
で
き
あ
が
る
、
苦
心
の「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
―
―
素
敵
な
女
学
生
や
女
学

生
あ
が
り
の
若
い
女
性
た
ち
が
使
う
女
こ
と
ば
で
す
。

ち
ょ
っ
と
素
敵
な
お
嬢
様
や
そ
の
お
姉
さ
ま
た
ち
が

使
っ
て
い
る
の
を
、
男
性
で
そ
う
い
う
姿
勢
・
口
調

を
真
似
す
る
こ
と
を
職
業
上
選
ん
だ
人
が
使
う
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。

　

現
代
、
そ
の
こ
と
ば
さ
え
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
Ｉ
Ｋ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
は「
〜
よ
ね
ー
」「
な
ん
ぼ
ー
」

の
よ
う
な
言
い
方
が
多
い
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

ち
ょ
っ
と
年
代
が
上
の
お
す
ぎ
と
ピ
ー
子
さ
ん
は
、

「
〜
だ
わ
」「
す
ご
い
の
」「
す
ご
く
お
も
し
ろ
か
っ

小林 千草
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た
わ
」
と
い
う
ふ
う
に
年
代
差
が
出
て
い
ま
す
。
お

す
ぎ
と
ピ
ー
子
さ
ん
の
よ
う
な
方
が
減
っ
て
い
く

と
、「
わ
」
そ
の
も
の
も
〝
お
姉
こ
と
ば
〞
と
し
て
か

な
り
使
わ
れ
る
数
が
落
ち
て
い
く
。
一
方
、「
〜
だ
よ

ね
ー
」
と
か
い
う
こ
と
ば
は
ま
だ
ま
だ
生
き
て
い
く

と
思
い
ま
す
。

　

コ
メ
ン
ト
の
最
後
に
、「
お
姉
こ
と
ば
が
現
実
の
女

性
の
話
し
こ
と
ば
に
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
で
し
ょ

う
か
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
新
し
い
、
今
の
女
の
子
た
ち
が
、

男
こ
と
ば
を
少
し
使
い
つ
つ
、
女
性
と
し
て
、
自
分

は
こ
れ
が
い
い
な
っ
て
思
っ
た
か
た
ち
を
つ
く
っ
て

い
き
、
そ
れ
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

一
つ
の
流
れ
に
な
れ
ば
、
そ
れ
を
真
似
る
次
世
代
の

新
た
な
〝
若
い
お
姉
た
ち
〞
が
生
ま
れ
て
く
る
か
な
と

思
い
ま
す
。

　
「
わ
」
の
研
究
に
あ
た
っ
て
、
私
が
と
て
も
気
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
た
記

事
で
す
が
、
大
島
優
子
さ
ん
の
言
動
に
対
し
て
、
大

島
さ
ん
を
と
て
も
信
奉
し
て
い
る
宮
澤
さ
ん
と
い
う

Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
一
人
が
言
っ
た
こ
と
ば
の
表
記
形
態
に

あ
り
ま
す
。「
大
島
優
子
す
ご
く
な
い
？　

こ
ん
な
ふ

う
に
生
き
た
か
っ
た
わ
。
誇
り
だ
わ
」
と
、「
わ
」
を

使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ｗ
ｅ
ｂ
記
事
に
反

映
さ
れ
た
会
話
文
と
し
て
の「
わ
」で
す
が
、
正
確
に

は
、
従
来
の
女
こ
と
ば
の「
わ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

同
時
に
「
舌
を
ま
い
て
い
た
」
と
い
う
文
脈
が
あ
る

の
で
、「
こ
ん
な
ふ
う
に
生
き
た
か
っ
た
ワ
。
誇
り
だ

ワ
」
の
よ
う
に
強
め
て
下
降
調
に
発
音
し
た
も
の
と

推
測
さ
れ
ま
す
が
、
文
字
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
ま

ま
「
わ
」で
、
し
か
も
平
仮
名
な
ん
で
す
ね
。
よ
く
注

意
し
て
見
分
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、

一
〇
〇
年
後
二
〇
〇
年
後
の
国
語
史
を
研
究
す
る
人

は
、
女
性
語
の
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
用
法
な
の
か
、

下
降
調
の
強
調
表
現
と
し
て
の
も
の
な
の
か
、
音
声

が
伴
わ
な
け
れ
ば
判
定
が
大
変
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま

す
。
こ
の
事
例
を
も
っ
て
、「
わ
」
の
研
究
の
し
に
く

さ
を
お
わ
か
り
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上

で
す
。

田
中　

ま
ず
、
コ
ー
パ
ス
の
使
い
方
に
関
し
て
、

「「
努
力
」
と「
つ
と
め
る
」
の
よ
う
な
類
義
語
の
存

在
は
検
索
で
き
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
で
す
。
今
の

コ
ー
パ
ス
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、
国
語
研
究
所

が
出
し
て
い
る『
分
類
語
彙
表
』（
大
日
本
図
書
）
を

使
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
日
、「
優
秀
」
と「
す

ぐ
れ
る
」
な
ど
七
〜
八
語
の
類
義
語
の
関
係
を
グ
ラ

フ
で
お
示
し
し
ま
し
た
。
意
味
に
よ
っ
て
語
彙
を
分
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類
し
て
あ
る『
分
類
語
彙
表
』と
い
う
語
彙
リ
ス
ト
に

は
、「
優
秀
」
あ
る
い
は「
す
ぐ
れ
る
」
を
引
く
と
そ

の
類
義
語
が
数
十
語
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
す

べ
て『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
検
索
し
て
使
い
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
○
○
と
い
う
語
彙
の
類
義

語
を
調
べ
た
い
と
決
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
よ

う
な
や
り
方
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
今
日
お
話
し
し

た
、
解
析
を
し
て
単
語
に
分
け
て
見
出
し
語
を
つ
け

る「U
niD

ic

」
を
使
う
と
、
コ
ー
パ
ス
に
使
わ
れ
て

い
る
単
語
の
五
十
音
順
の
頻
度
表
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
五
十
音
順
の
単
語
表
が
で
き
た
ら
、『
分

類
語
彙
表
』
の
リ
ス
ト
も
電
子
化
さ
れ
た
も
の
が
申

請
す
れ
ば
手
に
は
い
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
読
み
と

見
出
し
語
と
で
関
連
づ
け
て
一
つ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

に
入
れ
る
こ
と
で
、
類
義
語
の
頻
度
表
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、『
分
類
語
彙
表
』の
単
語

の
単
位
と「U

niD
ic

」
の
単
語
の
単
位
が
か
な
り
違

い
ま
す
の
で
、
今
言
っ
た
機
械
的
な
や
り
方
だ
け
だ

と
、
か
な
り
採
り
落
と
し
が
あ
り
ま
す
。
一
応
目
安

と
し
て『
分
類
語
彙
表
』
を
機
械
的
に
使
え
ま
す
が
、

ま
だ
そ
の
ま
ま
使
え
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

見
直
し
を
し
て
、
手
で
直
し
て
い
く
段
階
を
経
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
国
語
研
究
所
の
事
業
の
目
標
と
し

て
、
将
来
的
に
は
、『
分
類
語
彙
表
』の
よ
う
な
意
味

分
類
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
コ
ー
パ
ス
と
を
関
連
づ
け

て
、
言
語
資
源
が
使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
お
り
ま
す
が
、
現
段
階
で
は
今
申
し
上
げ
た
よ

う
な
通
り
で
す
。

　

次
は
、「
当
て
字
の
よ
う
な
も
の
が
和
語
の
ふ
り
が

な
に
つ
い
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
か
」
と
い
う

質
問
で
す
。

　
『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
で
は
、
ふ
り
が
な
も
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。『
太
陽
コ
ー
パ
ス
』
に
は「
ひ
ま

わ
り
」
と
い
う
検
索
ソ
フ
ト
が
つ
い
て
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
で「
ふ
り
が
な
を
検
索
す
る
」
と
い
う
欄
に
「
つ

と
め
る
」
と
入
力
す
る
と
、「
つ
と
め
る
」
と
い
う
ふ

り
が
な
が
つ
い
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
表
記
の
語
彙
が

検
索
で
き
ま
す
。
以
上
が
「
コ
ー
パ
ス
」の
使
い
方
に

つ
い
て
の
ご
質
問
で
す
。

　

次
は
、「
類
義
語
の
関
係
の
う
ち
、「
つ
と
め
る
」

「
努
力
す
る
」
と
い
う
ペ
ア
と
、「
す
ぐ
れ
る
」「
優
秀
」

と
い
う
ペ
ア
は
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
ご
質
問
で
す
。
今
日
お
話
し
し
た
こ
と
は
、

日
本
語
に
漢
語
が
溶
け
込
む
と
い
う
話
で
す
。
漢
語

が
日
本
語
に
溶
け
込
ん
だ
主
な
理
由
は
、
意
味
の
変

化
に
よ
っ
て
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
意
味
変
化
は
、

漢
語
だ
け
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
対
義
語
、

類
義
語
の
全
体
に
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
。「
つ
と
め

る
」
と「
努
力
す
る
」、「
す
ぐ
れ
る
」
と「
優
秀
」
も
、

そ
れ
か
ら
「
あ
ら
わ
す
」「
あ
ら
わ
れ
る
」
と「
実
現
す

る
」「
表
現
す
る
」
も
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
流
れ
を

と
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
和
語
と
漢
語
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
な
の
か
、

違
う
使
い
分
け
を
す
る
の
か
は
、
個
々
の
類
義
語

群
、
あ
る
い
は
同
じ
類
義
語
群
の
な
か
で
、
ど
の
語

と
ど
の
語
を
比
べ
る
か
で
違
い
ま
す
。
し
か
し
、
基

本
的
に
、
和
語
を
含
む
一
連
の
類
義
語
群
の
変
化
の

な
か
で
、
漢
語
の
日
本
語
化
、
日
本
語
へ
の
溶
け
込

み
が
進
ん
だ
と
い
う
点
で
は
、
同
様
に
考
え
て
よ
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
コ
ー
パ
ス

に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
伝

わ
っ
た
と
し
た
ら
、
私
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
思

田中 牧郎
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い
ま
す
。

　

最
後
に
、「
た
と
え
ば
、「
実
現
」「
表
現
」「
優
秀
」

と
表
に
例
示
さ
れ
た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
和
製
漢
語

な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
ご
質
問
と
、
そ
れ
か
ら

関
連
し
て
、「
グ
ラ
フ
で
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に

減
っ
て
い
く
漢
語
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
漢
語
の

中
身
に
つ
い
て
和
製
漢
語
・
新
漢
語
と
、
も
と
も
と

使
わ
れ
て
い
た
漢
語
と
、
意
味
変
化
を
起
こ
し
た
漢

語
の
比
率
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
」
と
い
う
ご
質
問
で
す
。

　

ま
ず
、
個
々
の
漢
語
が
和
製
漢
語
か
ど
う
か
を
調

べ
る
の
は
大
変
で
す
。
中
国
に
な
い
と
い
う
こ
と
を

証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
事
実
上

不
可
能
で
す
。『
大
漢
和
辞
典
』や
、
中
国
の
主
要
な

作
品
の
索
引
類
、
あ
る
い
は
中
国
で
構
築
さ
れ
て
い

る
中
国
語
コ
ー
パ
ス
を
見
た
う
え
で
、
一
つ
ひ
と
つ

見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
今

日
扱
っ
た
中
で「
努
力
」
は
、
中
国
に
存
在
が
確
認
で

き
ま
す
が
、
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

中
国
で
使
わ
れ
た
実
績
が
あ
っ
て
も
、
今
日
お
話
し

し
た
よ
う
な
和
語
と
の
意
味
関
係
に
お
い
て
日
本

語
で
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
意
味
用
法
ま
で
含
め
れ

ば
、
今
日
扱
っ
た
も
の
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
日
本

で
使
わ
れ
始
め
た
漢
語
、
日
本
的
な
使
わ
れ
方
を
し

た
漢
語
で
す
。
そ
の
使
わ
れ
方
の
は
じ
ま
り
は
、
特

に
中
国
語
と
は
関
係
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
齋
藤
先
生
が
扱
わ
れ
た
よ
う

に
、
最
初
に
英
華
辞
典
な
ど
を
見
る
、
あ
る
い
は
洋

学
者
、
漢
学
者
な
ど
が
自
分
が
学
ん
で
き
た
漢
籍
の

知
識
を
も
と
に
、
使
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
中
国
語
で
使
わ
れ
て
い
た

単
語
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
持
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
広
い
意
味
で

和
製
漢
語
と
言
っ
て
よ
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
比
率
に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一

語
一
語
コ
ー
パ
ス
の
用
例
の
分
析
を
し
て
、
こ
れ
は

こ
の
タ
イ
プ
、
こ
れ
は
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
業
は

ま
だ
ま
だ
大
変
で
す
。
タ
イ
プ
別
の
比
率
を
知
る
こ

と
は
、
意
味
・
用
法
を
分
析
す
る
作
業
を
経
た
う
え

で
な
い
と
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

齋
藤　

い
た
だ
い
た
質
問
に
順
番
に
お
答
え
し
ま
す
。

ま
ず
、「
学
術
用
語
か
ら
現
代
で
も
普
通
に
使
わ
れ

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
他
に
な
に
か
あ
る
か
」
と
い

う
質
問
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
二
つ
の
面
か
ら
お

話
し
し
ま
す
。
一
つ
は
、
今
日
お
話
し
し
た「
雰
囲

気
」
と
似
た
よ
う
な
経
緯
を
持
つ
語
彙
に
「
風
化
」
が

あ
り
ま
す
。「
経
験
が
風
化
す
る
」「
体
験
が
風
化
す

る
」
と
最
近
は
よ
く
使
わ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と「
風

化
」
の「
風
」
も
「
化
」
も
よ
い
意
味
で
し
た
。
文
化

が
そ
こ
に
行
き
渡
る
と
か
、
徳
が
行
き
渡
る
と
い
う

よ
う
な
儒
学
的
な
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
と
は

別
に
、
中
国
の
本
草
学
、
さ
ら
に
は
日
本
の
蘭
学
で

も
、
石
灰
の
分
解
な
ど
と
関
係
し
て「
風
化
」
と
い

う
語
が
現
れ
て
、
こ
れ
が
近
代
の
地
質
学
の
用
語
の

「
風
化
」
と
い
う
翻
訳
語
と
結
び
つ
き
ま
す
。
さ
ら
に

そ
れ
が
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
一
般
に
も
広
ま
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
科
学
技
術
用
語
が
普
通
の
用
語

と
し
て
も
広
が
っ
た
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、

自
然
観
察
や
地
質
学
系
、
気
象
学
系
の
言
葉
に
そ
の

よ
う
な
も
の
が
多
い
の
か
な
と
、
な
ん
と
な
く
感
じ

て
お
り
ま
す
。

齋藤 希史
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も
う
一
つ
は
、
今
日
の
話
だ
と
、
ま
る
で
明
治
の

は
じ
め
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
っ
た
印
象
を

お
持
ち
に
な
ら
れ
た
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

じ
つ
は
、
も
う
一
つ
波
が
あ
る
よ
う
で
す
。
た
と
え

ば
、
前
に
新
聞
の
コ
ラ
ム
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の

で
す
が
、「
観
光
」「
福
祉
」
は
今
で
も
普
段
よ
く
使
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
治
期
の
末
ご
ろ
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
、
特
に
政
府
や
役
所
側
が
使
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
土
屋
先
生
が
言
わ
れ
た
帝

国
文
語
の
世
界
、
大
日
本
帝
国
語
と
い
う
か
た
ち
で
、

こ
う
い
っ
た
漢
語
が
多
用
さ
れ
て
定
着
し
て
い
く
過

程
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
波
と
し
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
外
国
語
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
が
氾
濫
し
て

い
る
が
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ん
か
ど
う
捉
え
た
ら
い
い
の
か
」

と
い
う
質
問
で
す
。

　

こ
う
い
う
翻
訳
語
の
位
相
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

柳や
な

父ぶ

章あ
き
らさ
ん
な
ど
は「
カ
セ
ッ
ト
効
果
」
と
表
現
さ

れ
た
り
、
鈴
木
孝
夫
さ
ん
は「
ニ
ー
ズ
」
と
い
う
言

葉
は
、
英
語
の「
ニ
ー
ズ
」
の
翻
訳
じ
ゃ
な
く
、「
需

要
」「
必
要
」
と
い
っ
た
漢
語
を
「
ニ
ー
ズ
」
に
言
い

換
え
て
い
る
だ
け
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
翻
訳
語
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
う
え
で
な

お
、
何
か
私
が
言
う
と
す
れ
ば
、
近
代
の
日
本
語
は
、

こ
の
語
彙
は
表
面
的
に
こ
う
だ
け
ど
、
そ
の
裏
側
に

何
か
つ
い
て
い
ま
す
よ
と
い
う
か
、
あ
る
意
味
で
向

こ
う
側
が
見
え
な
い
翻
訳
の
シ
ス
テ
ム
を
内
包
し
て

し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
わ
れ

わ
れ
は
、
な
ん
と
い
う
か
、
非
常
に
注
意
深
く
、
敏

感
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

一
方
で
、
日
本
語
の
語
彙
の
豊
か
さ
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
が
、
向
こ
う
側
が
見
え
な
い
、
意
味
が
わ
か

ら
な
い
、
な
ん
と
な
く
わ
か
ら
な
い
言
葉
で
も
使
え

て
し
ま
う
文
体
を
、
私
た
ち
の
言
葉
が
獲
得
し
て
し

ま
っ
た
。
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
功
罪
両
方
含
め
て
常
に
意
識

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て

い
ま
す
。

土
屋　
「
ど
の
講
師
へ
の
質
問
で
す
か
」
と
い
う
欄
で

「
特
に
な
し
」
と
お
答
え
い
た
だ
い
た
質
問
の
な
か
か

ら
、
私
で
答
え
ら
れ
る
範
囲
で
答
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。「
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
と
い
っ
た
大
勢
向
け
の

メ
デ
ィ
ア
が
方
言
衰
退
を
加
速
さ
せ
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
い
か
が
で
す
か
」

　

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
ラ
ジ
オ
は
、
標
準
語

を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
し
、
方
言
な
ど
を
放

送
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
崩
れ
た
の
が
、
こ
こ
一
四
、五
年
ほ
ど
と
思
い
ま

す
。「
あ
ま
ち
ゃ
ん
」
と
か
い
ろ
い
ろ
な
番
組
で
、
今

や
方
言
が
流
行
り
で
す
が
、
あ
れ
は「
も
ど
き
方
言
」

と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
方
言
な
ん
だ
け

ど
、
い
く
ら
か
わ
か
る
よ
う
に
つ
く
っ
た
方
言
で
す
。

な
の
で
、
あ
る
種
つ
く
ら
れ
た
ロ
ー
カ
ル
が
今
流
行

り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
し
い
現
象
で
、
別

の
話
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
漢
文
や
古
典
は
明
治
以
前
ま
で
は
特

定
階
層
の
も
の
で
し
た
が
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
も

内
容
や
教
え
方
は
同
じ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
国

語
教
育
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
」

と
い
う
質
問
で
す
。

土屋 礼子
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基
本
的
に
、
漢
文
や
古
典
は
中
等
以
上
の
教
育
で

行
わ
れ
た
も
の
で
す
の
で
、
初
等
教
育
の
範
囲
で
は

な
く
、
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
人
た
ち
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
漢
文
や
古
典
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
四
書
五

経
か
ら「
源
氏
物
語
」
ま
で
い
ろ
い
ろ
幅
が
あ
っ
て
、

そ
の
な
か
の
ど
れ
を
選
ぶ
か
は
そ
の
時
代
に
よ
っ
て

か
な
り
差
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
基
本
的
に
男

性
と
女
性
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
学
校
で
し
た
の
で
、
女

性
向
け
に
選
ば
れ
た
古
典
は
、
た
と
え
ば『
源
氏
物

語
』
と
い
っ
た
和
歌
、
和
文
を
中
心
と
し
た
も
の
が

中
心
だ
っ
た
し
、
男
性
向
け
に
は
四
書
五
経
的
な
も

の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
代
に
よ
っ
て
、
た

と
え
ば『
源
氏
物
語
』は
、
戦
時
中
は
不
謹
慎
で
あ
る

と
い
う
か
、
あ
ま
り
適
正
で
な
い
と
い
う
の
で
抑
圧

さ
れ
た
り
し
ま
す
。
一
通
り
の
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
漢
文
の
教
育
に
つ
い
て
、
素
読
か
ら
講
読

に
は
い
る
と
い
う
手
順
は
ど
ん
ど
ん
崩
れ
て
ゆ
き
ま

し
た
。
そ
れ
は
学
校
教
育
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
と

き
、
無
理
が
あ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
日
露
戦
争

（
一
九
〇
四
〜
〇
五
）
頃
ま
で
は
漢
学
塾
が
さ
か
ん
に

あ
っ
て
、
そ
こ
で
基
本
的
に
江
戸
時
代
と
同
じ
よ
う

な
か
た
ち
の
教
育
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
後
、
学
校
教
育
に
統
一
さ
れ
て
い
く
段
階

に
お
い
て
、
か
な
り
変
わ
っ
た
と
、
非
常
に
大
雑
把

で
す
け
れ
ど
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
標
準
語
の
確
立
過
程
で
も
各
地
の
方

言
や
、
植
民
地
地
域
の
言
葉
を
維
持
し
て
い
こ
う
、

守
ろ
う
と
い
う
研
究
や
政
策
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
」
と
い
う
質
問
。
こ
れ
に
は
答
え
づ
ら
い
の
で

す
が
…
…
。
た
と
え
ば
、
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
で
す
と

か
、
い
ろ
ん
な
方
言
や
植
民
地
の
言
葉
の
研
究
を
言

語
学
者
が
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
国
語
政
策
と
裏
表
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ

れ
を
守
ろ
う
と
い
う
政
策
的
な
も
の
が
あ
っ
た
か
と

い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
方
言
を
何
ら
か
の
か
た
ち
で
守
ろ
う
と

い
う
よ
う
な
運
動
と
し
て
私
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る

の
は
、
識
字
の
関
係
か
ら
言
う
と
、
綴
り
方
教
育
、

綴
り
方
の
運
動
で
す
ね
。
あ
れ
は
言
文
一
致
運
動
が

始
ま
っ
て
、
し
ば
ら
く
た
っ
た
時
期
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
生
活
の
な
か
で
の
方
言
も
含
め
て
、
そ
の

生
活
の
言
葉
で
書
こ
う
と
い
う
こ
と
を
子
ど
も
た
ち

に
教
育
す
る
と
い
う
や
り
方
で
し
た
。
こ
れ
は
標
準

語
か
ら
は
ず
れ
た
表
現
で
も
書
い
て
い
こ
う
と
い
う

部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

以
上
で
す
。

小
木
曽　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
残
り
が

一
〇
分
足
ら
ず
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
に
は
明
ら
か
に
時
間
が
不
足

し
て
い
ま
す
が
、
質
問
の
補
足
、
あ
る
い
は
他
の
方

へ
の
質
問
で
補
っ
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
清
水

先
生
お
願
い
し
ま
す
。

清
水　

国
語
研
究
所
の
方
に
お
答
え
い
た
だ
い
た

ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
質
問
が
私
の
と
こ
ろ
に
き
て

い
ま
す
。「
国
語
改
良
志
向
の
流
れ
が
昭
和
二
三

（
一
九
四
八
）
年
の
国
語
研
究
所
設
立
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
と
、
現
代
に
お
け
る
、
特

に
ロ
ー
マ
字
入
力
に
お
け
る
正
書
法
の
不
在
、
不
確

立
を
嘆
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
質
問
が
あ
り
ま
す
。
国

語
改
革
、
あ
る
い
は
そ
の
正
書
法
と
か
仮
名
遣
い
と

国
語
研
究
所
と
の
か
か
わ
り
を
、
田
中
さ
ん
な
り
、

小
木
曽
さ
ん
な
り
か
ら
簡
単
に
ご
説
明
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

田
中　

そ
れ
で
は
、
私
が
国
語
研
究
所
の
職
員
、
研

究
員
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
申
し
上
げ

ま
す
。
今
日
の
先
生
方
の
ご
講
演
に
あ
っ
た
通
り
、

確
か
に
文
部
省
、
文
化
庁
と
続
い
て
き
た
国
語
政
策

の
流
れ
は
戦
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
特
に
清
水

先
生
の
ご
講
演
に
あ
っ
た
通
り
、
そ
の
直
接
的
な
流
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れ
は
上
田
萬
年（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
）
や
、「
国

語
調
査
委
員
会
」（
一
九
〇
二
）
か
ら
始
ま
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
し
て
、
上
田
以
前
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
者

た
ち
が
、
近
代
の
日
本
語
を
ど
う
す
べ
き
か
を
論
じ

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
今
日
紹
介
し
た『
明
六

雑
誌
』
な
ど
に
も
洋
学
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
言

語
論
を
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
体
制
が
整
っ
て
、
国

立
国
語
学
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
三
年

で
し
た
が
、
国
の
言
語
研
究
機
関
を
つ
く
る
、
つ
く

り
た
い
と
い
う
願
い
は
戦
前
か
ら
続
い
て
き
て
、
そ

れ
が
昭
和
二
三
年
に
実
現
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
現
在
も
国
立
の
国
語
研
究
所
は
日
本
語

を
ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
る
使
命
は
引
き
続
き
持
っ

て
い
ま
す
。
ご
質
問
の
よ
う
に
、
正
書
法
が
確
立
し

て
い
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ま
で
の
国
語
政
策
で
は
、
文
字
表
記
に
関
す
る
施

策
は
、
仮
名
遣
い
、
当
用
漢
字
、
常
用
漢
字
と
か
な

り
や
ら
れ
て
き
て
お
り
、
一
定
の
成
果
は
あ
が
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
小
林
先

生
が
扱
っ
て
く
だ
さ
っ
た
話
し
こ
と
ば
で
の
こ
と
ば

遣
い
や
、
私
が
扱
っ
た
よ
う
な
語
彙
、
そ
し
て
齋
藤

先
生
が
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
新
し
い
外
来
語

の
問
題
は
、
従
来
の
国
語
政
策
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。
と
り
あ
げ
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
文

字
表
記
以
外
の
問
題
も
、
現
代
の
言
語
問
題
と
し
て

よ
り
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
引
き
続
き
、
文

字
表
記
の
問
題
だ
け
で
な
く
国
語
研
究
所
で
基
礎
的

な
研
究
を
し
て
、
何
ら
か
の
提
案
を
世
の
中
に
し
て

い
く
べ
き
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

小
木
曽　

他
に
、
補
足
す
べ
き
点
な
ど
あ
り
ま
し
た

ら
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
時
間
が
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
日
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
は「
近
代
の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き

た
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
し
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て

ま
っ
た
く
異
な
る
五
つ
の
側
面
か
ら
光
が
当
て
ら
れ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、「
こ
う
や
っ
て
で
き

た
」
と
い
う
ご
回
答
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
す

べ
て
の
ご
発
表
が
今
の
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
ば
に
、
か

な
り
直
結
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
て
、
大
変

興
味
深
く
思
っ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
当
は
、

こ
の
現
代
語
と
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
い
ろ
い

ろ
な
議
論
が
で
き
る
と
よ
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、

時
間
が
き
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
こ
こ
ま

で
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
講
師
の

先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

以
上
で
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
了
い
た

し
ま
す
。
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本
日
は
長
い
時
間
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
第
七
回
N
I
N
J
A
L
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
近
代
の
日
本
語
は
こ
う
し
て
で
き

た
」
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

現
在
、
私
た
ち
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
標
準
語
を
使
っ
た
り
、
話
し
こ
と
ば
を
使
っ
た
り
、
書
き
こ
と
ば
で
文
章
を
書
い
た
り
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
た
っ
た
一
二
〇
年
ほ
ど
前
、
非
常
に
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
模
索
し
な
が
ら
で
き
あ
が
っ
て
き
た
こ
と
を
、
感
じ
た
次

第
で
す
。

本
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
内
容
は
、
文
字
化
し
て
冊
子
に
す
る
と
同
時
に
国
立
国
語
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
す
る
予
定
で

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
六
回
行
い
ま
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
内
容
も
、
国
立
国
語
研
究
所
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

次
回
の
宣
伝
で
す
が
、
本
日
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
、
近
代
語
に
と
っ
て
漢
字
、
漢
語
が
と
て

も
大
き
な
意
味
、
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
次
回
は
「
世
界
の
漢

字
教
育
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
九
月
二
一
日
（
日
）
に
こ
の
場
所
、
一
橋
講
堂
で
開
催
す
る
予
定

で
す
。
日
本
語
を
学
ぶ
世
界
の
方
々
が
漢
字
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
、
漢
字
教
育
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
が
主
な
テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。
次
回
も
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

本
日
は
足
元
の
お
悪
い
中
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

閉
会
の
あ
い
さ
つ

木
部 

暢
子
（
国
立
国
語
研
究
所
教
授
）
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