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一 

現
代
假
名
遣
の
展
望 

  

「
味
の
素
」
の
「
味
」
の
暇
名
は
、
ア
ジ
が
ア
ヂ
か
。
鯨
は
ク
ジ
ラ
か
ク
ヂ
ラ
か
。 

 
ジ
と
ヂ
。
發
音
は
同
じ
だ
が
字
が
ち
が
ふ
。
同
じ
發
音
で
も
言
葉
に
よ
つ
て
假
名
が
ち
が
ふ
、
暇
名
遣
が

む
づ
か
し
い
と
い
ふ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
む
づ
か
し
さ
に
な
や
む
こ
と
を
無
く
す
る
た
め
に 

現
代
假
名
遣
が
き
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
逹
せ
ら
れ
た
か
。
ジ
か
ヂ
か
、
ヅ
か
ズ
か
な
ど
と
迷

ふ
こ
と
が
な
く
な
れ
ば
目
的
は
逹
せ
ら
れ
た
り
で
あ
り
、
相
變
ら
ず
迷
ふ
と
す
れ
ば
目
的
は
達
せ
ら
れ
て
ゐ

な
い
こ
と
に
な
る
。 

  

土
地
。
こ
の
假
名
は
無
論
ト
チ
で
あ
る
。
地
主
。
こ
の
假
名
は
何
か
。「
ト
チ
」
の
「
ヌ
シ
」
で
あ
る 

か
ら
「
ヂ
ヌ
シ
」
で
あ
ら
う
と
思
ふ
と
大
違
ひ
。
現
代
假
名
遣
で
は
「
ジ
ヌ
シ
」
と
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
も
と
の
歴
史
的
假
名
遣
で
は
ヂ
ヌ
シ
が
正
し
か
つ
た
。
つ
ま
り
ア
ベ
コ
べ
に 

な
つ
た
の
で
あ
る
。
現
代
假
名
遣
で
は
「
地
」
の
意
味
を
假
名
に
殘
さ
う
と
思
ふ
こ
と
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
。 

  

綱
(
ツ
ナ
)。
こ
の
ツ
ナ
が
舟
を
ひ
つ
ぱ
る
時
は
ト
モ
ヅ
ナ
で
あ
る
。
現
代
假
名
遣
で
も
、
も
と
の
歴
史

的
假
名
遣
と
同
じ
く
、
ト
モ
ヅ
ナ
と
書
く
。
と
こ
ろ
が
馬
を
ひ
つ
ぱ
る
時
は
「
タ
ズ
ナ
」
と
書
く
。
同
じ 

綱
が
、
舟
の
時
は
ツ
ナ
で
馬
の
時
は
ス
ナ
と
か
は
る
。
こ
れ
が
現
代
假
名
遣
で
あ
る
。 

  

爪
(
ツ
メ
) 

爪
を
つ
き
つ
け
る
と
生
爪
を
お
こ
す
。
そ
の
生
爪
を
現
代
假
名
遣
で
は
そ
の
意
味
の
と 

ほ
り
ナ
マ
ヅ
メ
と
書
く
。
そ
れ
で
は
馬
の
ツ
メ
(
蹄
)
は
何
か
。
ヒ
ヅ
メ
か
ヒ
ズ
メ
か
。
現
代
假
名
遣
で 

は
ス
メ
、
卽
ち
ヒ
ズ
メ
と
書
か
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
同
じ
爪
の
意
識
を
、
人
の
場
合
に
は 

ナ
マ
ヅ
メ
、
卽
ち
ツ
メ
馬
の
場
合
に
は
ヒ
ズ
メ
卽
ち
ス
メ
と
書
き
わ
け
る
の
が
現
代
假
名
遣
で
あ
る
。 

歴
史
的
假
名
遣
で
は
、
何
の
場
合
で
も
爪
は
ツ
メ
で
あ
る
。
ス
メ
と
な
る
こ
と
は
な
い
。 

 

そ
の
ナ
マ
ヅ
メ
を
お
こ
す
原
因
の
「
突
く
」
は
ど
う
か
。「
ツ
メ
を
ツ
ク
」
と
い
ふ
意
味
を
考
へ
る
と
「
ツ

マ
ヅ
ク
」
で
あ
る
が
、
現
代
假
名
遣
で
は
「
ツ
マ
ズ
ク
」
と
書
け
と
い
ふ
。
歴
史
的
假
名
遣
は
「
ツ 

マ
ヅ
ク
」
で
あ
る
。 

 

そ
の
「
突
く
」
に
關
す
る
言
葉―

小
突
く―

の
假
名
は
何
か
。
面
(
ツ
ラ
)
の
上
に
「
小
」
を
つ 

け
れ
ば
小
面
と
な
り
、
現
代
假
名
遣
で
も
舊
假
名
遣
と
同
じ
く
そ
の
假
名
は
「
コ
ヅ
ラ
」
で
あ
る
。
と
こ 



コ
ズ
ク 

       

苦
勞
は
相
變
ら
ず 

    

道
理
が
ひ
つ
こ
む 

        

現
代
假
名
遣
が
世
に

出
る
ま
で 

    p.4 

ろ
が
「
小
突
く
」
の
現
代
假
名
遣
は
「
コ
ズ
ク
」
で
あ
る
。
こ
ゝ
で
も
「
ツ
ク
」
の
意
識
を
「
ス
ク
」
と 

書
く
の
が
正
し
い
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
歴
史
的
假
名
遣
で
正
し
か
つ
た
も
の
が
正
し
く
な
い
も
の
に
な 

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
例
が
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
で
も
出
て
來
る
。
新
し
い
中
等
文
法
敎
科
書
に
、 

こ
の
假
名
遣
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
通
り
に
書
い
て
あ
る
。(
口
語
篇
第
七
頁
) 

 

「 ＊

暇
名
で
言
葉
を
書
き
表
わ
す
場
合
に
は
、
同
じ
音
の
假
名
で
さ
え
あ
れ
は
ど
れ
を
用
い
て
も
よ
い
と 

 

い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
書
き
方
が
言
葉
に
よ
つ
て
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
假
名
遣
と
い
う
。
私
ど 

 

も
は
、
い
つ
も
正
し
い
書
き
方
に
よ
つ
て
書
く
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

 

假
名
遣
に
つ
い
て
こ
の
通
り
い
ま
し
め
ら
れ
、
さ
て
實
際
の
場
合
、
ヅ
が
正
し
い
か
ズ
が
正
し
い
か
と 

判
斷
に
迷
ふ
例
が
以
上
の
や
う
に
た
く
さ
ん
あ
る
と
し
た
ら
、
現
代
假
名
遣
が
出
て
も
假
名
遣
の
苦
勞
は 

相
變
ら
ず
で
あ
る
。 

 

正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
は
理
窟
で
考
へ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
綱
(
ツ
ナ
)
で
あ
る
か
ら
タ
ヅ
ナ 

だ
と
考
へ
る
理
窟
は
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
。
爪
(
ツ
メ
)
の
意
識
が
あ
る
か
ら
ヒ
ヅ
メ
で
あ
る
と
考 

へ
る
こ
と
は
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
歴
史
的
假
名
遣
で
は
正
し
い
。
歴
史
的
假 

名
遣
に
お
い
て
は
當
然
す
ぎ
る
ほ
ど
當
然
な
道
理
が
現
代
假
名
遣
に
は
通
用
し
な
い
と
い
ふ
の
は
を
か
し 

い
。
判
斷
に
迷
ふ
か
ら
む
づ
か
し
い
。「
手
綱
」
の
こ
と
を
「
タ
ズ
ナ
」
と
書
か
な
け
れ
ば
正
し
く
な
い 

と
い
ふ
な
ら
、
現
代
假
名
遣
は
む
づ
か
し
い
か
ら
、
そ
の
制
定
の
目
的
は
逹
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。「
ツ
ナ
」 

の
意
識
を
ス
ナ
と
書
け
と
い
ふ
や
う
な
現
代
假
名
遣
法
は
一
體
誰
が
作
つ
た
の
か
。 

  
 

二 

現
代
假
名
遣
の
正
體 

  

現
代
假
名
遣
は
國
語
審
議
曾
が
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。
國
語
審
議
會
に
は
多
く
の
學
者
や
そ
の
道
の
専 

門
家
か
集
ま
つ
て
ゐ
る
。
國
語
審
議
會
で
作
つ
た
現
代
假
名
遣
案
は
内
閣
の
閣
議
を
通
過
し
て
、
総
理
大 

臣
の
告
示
と
か
訓
示
と
か
い
ふ
も
の
で
世
間
に
發
表
さ
れ
た
。
今
日
以
後
は
政
府
の
公
文
書
に
も
こ
れ
を 

使
ふ
か
ら
、
民
間
で
も
使
ふ
や
う
に
し
た
が
よ
ろ
し
い
と
い
ふ
の
が
そ
の
告
示
訓
示
で
あ
る
。 

 

文
部
省
で
は
い
ち
は
や
く
も
こ
れ
を
敎
科
書
に
採
用
し
た
。
新
聞
や
雜
誌
も
そ
れ
に
な
ら
つ
た
。
朝
起 

き
て
一
夜
の
う
ち
に
銀
世
界
と
な
つ
た
雪
景
色
に
驚
く
や
う
に
、
一
般
國
民
は
、
ま
た
た
く
間
に
世
間
に 

ひ
ろ
が
つ
て
し
ま
つ
た
現
代
假
名
遣
風
景
に
驚
い
た
。 

國
語
審
議
會
！
い
か
め
し
い
そ
の
名
。
閣
議
。
告
示
、
そ
し
て
敎
科
書
に
は
こ
ば
れ
て
全
國
に
ひ
ろ
が 

 



   

批
判
に
遠
慮
無
用 

       

惡
質
な
誤
解 

           

國
語
敎
育
者
の
態
度 

    p.6 

る
速
さ
。
新
聞
雜
誌
と
い
ふ
有
力
な
宣
傳
機
關
の
一
致
協
力
的
實
行
。 

 

か
う
い
ふ
大
掛
り
な
抜
目
の
無
い
背
景
を
も
つ
て
あ
ら
は
れ
た
現
代
假
名
遣
、
そ
れ
に
は
も
う
批
評
研 

究
の
餘
地
は
な
い
と
い
ふ
の
が
あ
た
り
ま
へ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
の
戰
爭
に
我
々
を
驅
り
立
て
た 

計
晝
命
令
と
こ
の
現
代
假
名
遣
と
、
ど
ち
ら
が
一
層
大
き
な
強
い
力
を
も
つ
て
我
々
に
迫
つ
た
か
。
優
秀 

な
頭
腦
を
集
め
、
⾧
年
の
研
究
用
意
を
も
つ
た
あ
の
戰
爭
へ
の
命
令
を
さ
へ
、
今
日
我
々
は
批
判
し
な
か 

つ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
く
ら
べ
た
ら
取
る
に
足
ら
ぬ
小
さ
な
命
令
で
あ
る
現
代
假
名
遣 

を
、
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
腑
に
落
ち
な
い
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
を
、
批
判
檢
討
す
る
こ
と
に
何
の
遠
慮
が
い 

る
で
あ
ら
う
。
し
か
も
政
府
は
現
代
假
名
遣
を
國
民
の
手
に
渡
す
時
、
こ
れ
の
使
用
は
強
要
す
べ
き
も
の 

で
な
く
、
公
論
の
修
正
を
期
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
居
る
は
ず
で
あ
る
。
我
々
の
國
語
國
字
を
我 

々
の
使
ひ
よ
い
も
の
に
し
て
行
く
こ
と
は
我
々
の
權
利
で
あ
り
義
務
で
あ
る
。
政
治
的
自
覺
の
と
ぼ
し
い 

國
民
の
生
活
態
度
を
、「
⾧
い
も
の
に
は
卷
か
れ
ろ
」
と
い
ふ
が
、
現
代
假
名
遣
が
、
卷
か
れ
る
よ
り 

ほ
か
に
し
か
た
の
無
い
「
⾧
い
も
の
」
に
見
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
明
か
に
誤
解
で
あ
る
。
そ
の
誤
解 

の
最
も
惡
質
な
も
の
は
、
現
代
假
名
遣
が
聯
合
軍
の
意
に
よ
つ
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
反
對 

な
ど
し
た
ら
、
ひ
ど
い
目
に
あ
ふ
と
い
ふ
噂
で
あ
る
。
し
か
し
現
に
文
士
た
ち
の
大
多
數
は
現
代
暇
名
遣 

に
對
す
る
反
對
意
見
を
堂
々
と
發
表
し
て
ゐ
る
。
國
語
審
議
會
の
委
員
で
あ
る
學
者
の
中
に
も
反
對
意
見 

を
公
表
し
て
ゐ
る
も
の
が
い
く
ら
も
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
誰
一
人
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
ひ
ど
い
目 

に
あ
つ
た
話
を
き
か
ぬ
の
は
、
そ
れ
が
誤
解
で
あ
り
ウ
ソ
で
あ
る
何
よ
り
の
證
據
で
は
な
い
か
。
ま
た
新 

聞
雜
誌
の
編
輯
者
た
ち
が
現
代
假
名
遣
に
從
は
ぬ
文
士
の
作
品
は
買
は
ぬ
と
申
し
あ
は
せ
を
し
た
と
い
ふ 

の
も
、
嘘
で
あ
つ
て
く
れ
る
方
が
日
本
の
名
譽
の
た
め
に
う
れ
し
い
。
生
活
を
お
び
や
か
し
て
從
は
せ
よ 

う
と
い
ふ
の
は
非
文
化
的
で
あ
り
卑
怯
で
あ
る
。
も
し
さ
う
い
ふ
申
し
合
せ
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ 

は
現
代
假
名
遣
に
盲
從
の
た
め
で
は
な
く
て
、
他
に
經
濟
上
か
何
か
の
都
合
が
あ
つ
て
の
こ
と
と
解
釋
す 

べ
き
で
あ
ら
う
。
我
々
の
今
日
一
番
大
切
な
こ
と
は
信
念
を
も
ỵ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
眞 

實
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
假
名
遣
が
い
ろ
い
ろ
腑
に
落
ち
ぬ
と
こ
ろ
を
持
つ
て
ゐ
て
く
れ
る
の 

は
、
國
民
が
道
理
を
考
へ
て
役
人
や
學
者
が
机
の
上
で
決
定
し
た
こ
と
を
實
生
活
に
合
ふ
や
う
に
修
正
す 

る
社
會
生
活
の
練
習
材
料
と
し
て
、
ま
こ
と
に
好
都
合
な
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
從
つ
て
、
例
へ
ば
敎
育 

者
が
、
殊
に
國
語
敎
育
に
た
づ
さ
わ
る
者
が
、
も
し
こ
の
問
題
に
對
し
て
卑
屈
で
あ
つ
た
り
無
關
心
的
で 

あ
つ
た
り
、
ひ
そ
か
に
つ
ぶ
や
く
種
類
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
彼
等
に
は
、
み
づ
か
ら
の
社
會
的
地 

歩
を
、
み
づ
か
ら
の
手
で
保
つ
能
力
が
無
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。 

 



  

逢
坂
と
大
阪 

    

オ
オ
と
オ
ウ 

 

        

本
則
と
す
る 

           p.8 

 
 

三 

現
代
假
名
遣
は
無
理
か
無
理
で
な
い
か 

  

「
大
阪
」
の
假
名
は
「
オ
オ
サ
カ
」
で
あ
る
。「
逢
坂
」
の
假
名
は
「
オ
ウ
サ
カ
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
現 

代
假
名
遣
の
定
む
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
文
法
敎
科
書
で
い
ま
し
め
て
ゐ
る
と
ほ
り
。
言
葉
に
よ 

つ
て
書
き
方
が
ち
が
ふ
。
一
方
は
「
オ
オ
」
で
あ
り
一
方
は
「
オ
ウ
」
で
あ
る
。
こ
の
例
が
實
に
多
い
。 

こ
の
「
多
い
」
と
い
ふ
言
葉
の
假
名
は
「
オ
オ
イ
」
で
あ
つ
て
「
オ
ウ
イ
」
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
中
學
生 

が
質
問
し
た
ら
、
歴
史
的
假
名
遣
で
は
「
オ
ホ
イ
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
ホ
」
の
部
分
を
「
オ
」
に
す
る 

の
が
現
代
暇
名
遣
法
で
あ
る
と
言
つ
て
、
歴
史
的
假
名
遣
の
助
け
を
か
り
て
説
明
す
る
よ
り
ほ
か
に
説
明 

の
し
や
う
が
な
い
。
歴
史
的
假
名
遣
を
お
ぼ
え
て
か
ら
現
代
假
名
遣
を
習
は
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。 

氷
・
遠
い
・
人
通
り
、
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
「
オ
」
の
部
で
あ
り
。
箒
・
雜
巾
・
大
掃
除
、
こ
れ
は
「
ウ
」 

で
あ
る
。
但
し
大
掃
除
の
「
大
」
は
「
オ
オ
」
で
あ
る
か
ら
、「
オ
オ
ソ
ウ
ジ
」
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。 

い
ち
い
ち
歴
史
的
假
名
遣
を
考
へ
出
さ
ぬ
と
正
し
い
も
の
が
出
て
來
な
い
や
う
な
現
代
假
名
遣
を
與
へ
て 

お
い
て
、「
私
ど
も
は
、
い
つ
も
正
し
い
書
き
方
に
從
つ
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
ふ
こ
と 

が
、
無
理
か
無
理
で
な
い
か
、
そ
れ
で
も
現
代
假
名
遣
を
制
定
し
た
精
神
が
通
つ
て
ゐ
る
か
ど
う
か
。
意 

地
を
張
ら
ず
に
國
語
審
議
會
の
諸
公
に
も
考
へ
な
ほ
し
て
み
て
も
ら
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
「
箒
」 

「
掃
除
」
等
「
オ
列
⾧
音
」
は
、「
う
」
を
つ
け
て
書
く
こ
と
を
本
則
と
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、 

「
お
」
を
つ
け
て
「
ほ
お
き
」「
そ
お
じ
」
と
變
則
に
書
く
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
「
氷
」「
遠 

 

い
」
を
「
こ
う
り
」「
と
う
い
」
と
書
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
邊
、
學
者
に
は
十
分
用
意
が 

あ
る
が
素
人
に
は
全
く
む
づ
か
し
い
。「
本
則
と
す
る
」
と
い
ふ
場
合
が
現
代
假
名
遣
に
は
三
つ
あ
る
。 

 

(
一
)「
わ
た
く
し
は
京
都
へ
行
く
」
な
ど
の
助
詞
「
は
」「
へ
」
は
も
と
の
ま
ゝ
「
は
」「
へ
」
と 

 
 

 
 

書
く
こ
と
を
本
則
と
す
る
。 

 

(
二
)
オ
列
⾧
音
は
オ
列
の
假
名
に
「
う
」
を
つ
け
て
書
く
こ
と
を
本
則
と
す
る
。 

 

(
三
)
オ
列
拗
音
の
⾧
音
は
オ
列
拗
音
の
假
名
に
「
う
」
を
つ
け
て
書
く
こ
と
を
本
則
と
す
る
。 

本
則
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
變
則
を
認
め
て
ゐ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
則
の
通
り
に
書
か
な
く
て
も
い 

い
と
い
ふ
わ
け
で
あ
る
。
從
つ
て 

(
一
)
の
場
合
は
「
私
わ
京
都
え
」
と
書
い
て
も
い
い
と
い
ふ
の
で
あ
る
。 

(
二
)
の
場
合
は
、
つ
ぎ
の
上
段
の
や
う
に
書
く
の
が
本
則
だ
が
、
下
段
の
や
う
に
書
い
て
も
い
い
の
で
あ 

る
。 

 



     

實
に
む
づ
か
し
い 

          

い
う
か
ゆ
う
か 

    

カ
ナ
モ
ジ
會
の
主
張 
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お
う
ぎ
(
扇
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
お
ぎ 

 

買
お
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

買
お
お 

 

聞
こ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

聞
こ
お 

 
と
う
げ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
お
げ 

 

歸
ろ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

歸
ろ
お 

 

但
し
「
お
」
と
書
く
べ
き
も
の
を
「
う
」
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
今
言
つ
た
と
ほ
り
、「
氷
」 

 

「
通
り
」「
遠
い
」
な
ど
を
「
こ
う
り
」「
と
う
り
」「
と
う
い
」
と
書
い
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の 

別
は
依
然
と
し
て
實
に
む
づ
か
し
い
。 

(
三
)
の
場
合
は
つ
ぎ
の
上
段
の
や
う
に
書
く
の
が
本
則
だ
が
、
下
段
の
や
う
に
書
い
て
も
い
い
の
で
あ 

る
。 

 

き
よ
う
(
今
日
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
よ
お 

 

り
よ
う
(
猟
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

り
よ
お 

 

見
ま
し
よ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

見
ま
し
よ
お 

 

よ
い
で
し
よ
う 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

よ
い
で
し
よ
お 

變
則
つ
い
で
に
、「
見
ま
し
よ
う
」
を
「
見
ま
せ
う
」
と
書
い
だ
ら
ど
う
か
。「
よ
い
で
し
よ
う
」
を
「
よ 

い
で
せ
う
」
と
書
い
た
ら
ど
う
か
。「
し
よ
う
」
と
い
ふ
三
字
が
「
せ
う
」
と
二
字
で
す
む
か
ら
經
濟 

で
は
な
い
か
。
簡
易
を
目
的
と
す
る
現
代
假
名
遣
に
ほ
經
濟
な
方
が
適
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

殊
に
そ
れ
が
歴
史
的
假
名
遣
に
か
へ
つ
て
し
ま
ふ
と
こ
ろ
も
面
白
い
。「
本
則
と
す
る
」
と
い
ふ
と
こ
ろ 

に
は
現
代
暇
名
遣
の
苦
し
い
や
り
く
り
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
面
白
い
。「
言
ふ
」
を
「
い
う
」
と
書 

か
せ
る
こ
と
に
し
て
み
だ
が
、「
ゆ
う
」
と
書
く
人
が
多
く
な
つ
て
來
た
ら
、「
い
う
」
と
書
く
を
本
則 

と
す
る
と
、
本
則
の
追
加
を
す 

か
。
カ
ナ
モ
ジ
會
な
ど
で
は
、
ど
ん
ど
ん
「
ゆ
う
」
と
害
い
て
ゐ
る
や 

う
で
あ
る
。「
ゆ
う
」
の
方
が
發
音
に
近
い
。
カ
ナ
モ
ジ
會
は
國
語
審
議
會
委
員
の
有
力
な
一
部
を
な
し 

て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
で
は
カ
ナ
モ
ジ
會
が
國
語
審
議
會
を
ひ
き
ず
つ
て
現
代
假
名
遣
を
こ
こ
ま
で 

發
展
さ
せ
た
の
だ
と
い
ふ
噂
さ
へ
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
カ
ナ
モ
ジ
會
は
、 

 

「
正
當
な
理
由
さ
へ
あ
れ
ば
二
通
り
に
書
か
れ
よ
う
が
三
通
り
に
書
か
れ
よ
う
が
一
向
に
さ
し
つ
か
へ 

 

な
い
。」 

と
言
つ
て
ゐ
る
。「
蹄
」
は
「
ヒ
ヅ
メ
」
で
も
「
ヒ
ズ
メ
」
で
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ
の
で
あ
る
。 

正
當
な
理
由
さ
へ
あ
れ
ば
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
少
々
う
る
さ
い
が
、
そ
の
腹
は
、
オ
オ
ソ
ウ
ジ
で
も
オ
ウ
ソ 

 



      

二
語
連
合
の
裁
判 

                  

不
徹
底
な
文
部
省 

  p.12 

ウ
ジ
で
も
オ
オ
ソ
オ
ジ
で
も
オ
ổ
ソ
ổ
ジ
で
も
い
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
の
や
う
に
き
こ
え
る
。
そ 

れ
な
ら
現
代
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
を
こ
し
ら
へ
て
歴
史
的
假
名
遣
の
む
づ
か
し
さ
か
ら
の
が
れ
よ
う
と
い 

ふ
自
由
の
精
神
が
通
る
。 

 
文
部
省
の
敎
科
書
が
假
名
遣
の
オ
キ
テ
の
厳
存
を
さ
と
し
て
か
ゝ
る
の
と
、
カ
ナ
モ
ジ
會
が
ド
ウ
デ
モ 

イ
イ
デ
ワ
ナ
イ
カ
と
い
ふ
の
と
で
は
、
大
い
に
態
度
が
ち
が
ふ
。
た
ゝ
こ
の
一
事
を
見
て
も
、
現
代
假
名 

遣
を
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
準
則
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
の
バ
カ
バ
カ

＊

し
さ
が
わ
か
る
。
修
正
し
な
け
れ
ば 

な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
お
役
所
で
も
承
知
し
き
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

 

鼻
血
(
ハ
ナ
ヂ
)。
こ
の
言
葉
に
は
明
か
に
「
鼻
」「
血
」
と
い
ふ
二
つ
の
意
味
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら 

ナ
ヂ
と
書
く
。
ヂ
と
書
い
て
ジ
と
は
書
か
な
い
。
血
の
意
識
を
シ
と
書
け
と
い
ふ
の
は
不
合
理
で
あ
る
か 

ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
假
名
遣
の
二
語
連
合
の
場
合
と
い
ふ
法
則
で
あ
る
。
二
語
連
合
の
場
合
に
は
、 

そ
の
お
の
お
の
の
言
葉
の
意
味
の
わ
か
る
假
名
を
使
ふ
。
ト
モ
ヅ
ナ
・
ナ
マ
ヅ
メ
・
コ
ヅ
ラ
な
ど
は
皆
そ 

の
例
で
あ
る
。
反
對
に
、
タ
ズ
ナ
・
ヒ
ズ
メ
・
コ
ズ
ラ
な
ど
は
、
そ
の
二
語
連
合
の
部
に
入
ら
ぬ
も
の
と 

し
て
、
ツ
ナ
・
ツ
メ
・
ツ
ク
と
い
ふ
意
味
に
當
る
部
分
の
假
名
を
ス
ナ
・
ス
メ
・
ス
ク
と
書
か
な
け
れ
ば 

な
ら
ぬ
こ
と
に
き
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
三
日
月
」
は
二
語
ど
こ
ろ
で
な
い
三
語
連
合
で
あ
る
。
だ
か
ら
ミ
カ
ヅ
キ
と
、
月
は
ツ
キ
に
書
く
。 

と
こ
ろ
が
洒
を
も
る
杯
(
ツ
キ
)
は
一
語
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ツ
キ
は
古
語
で
あ
つ
て
現
代
語
と
し
て 

は
一
語
の
資
格
が
な
い
と
い
ふ
判
定
に
よ
つ
て
、
ツ
キ
が
ス
キ
に
變
へ
ら
れ
て
サ
カ
ズ
キ
と
な
る
。 

 

大
砲
の
こ
と
を
火
筒
(
ホ
ヅ
ツ
)
い
ふ
。
火
を
出
す
筒
で
あ
る
。
火
の
こ
と
を
ホ
と
い
ふ
の
は
古
語 

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
獨
立
し
た
現
代
語
と
認
め
ら
れ
て
二
語
連
合
の
法
則
で
ホ
ヅ
ツ
と
書
く 

こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る 

ツ
ツ
が
ス
ツ
と
變
ら
ず
に
す
ん
だ
の
で
あ
る
。 

 

「
う
ち
で
の
こ
づ
ち
」
は
數
語
連
合
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
二
語
連
合
の
法
則
で
ツ
チ
は
ス
チ
と
な 

ら
ず
に
す
ん
で
ゐ
る
。「
さ
い
づ
ち
」
は
ど
う
か
。
こ
れ
も
ツ
チ
が
ス
チ
と
な
ら
ず
に
す
ん
だ
二
語
連
合 

の
仲
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
「
さ
い
」
は
ど
う
い
ふ
意
味
か
。
才
能
の
才
か
。
こ
ん
な
も
の
ま
で
が
一 

語
と
認
め
ら
れ
る
一
方
に
お
い
て
「
小
突
く
」
の
「
小
」
は
一
語
で
は
な
い
と
い
は
れ
、
同
じ
に
見
え
る 

「
小
面
」
の
「
小
」
は
一
語
と
認
め
ら
れ
る
。
無
論
國
語
審
議
會
で
は
す
ぐ
れ
た
學
識
に
よ
つ
て
裁
判
し 

た
つ
も
り
で
あ
ら
う
が
、
素
人
か
ら
見
れ
ば
氣
ま
ぐ
れ
な
不
公
平
な
裁
判
の
結
果
、
ツ
メ
が
ス
メ
に
な
つ 

た
り
、
ツ
ク
が
ス
ク
に
な
つ
た
り
し
て
ゐ
る
や
う
な
氣
が
す
る
。
と
に
か
く
む
づ
か
し
す
ぎ
る
。 

 

現
代
假
名
遣
は
い
か
な
る
人
心
の
た
め
を
考
へ
て
作
ら
た
も
の
か
。
國
語
學
者
に
も
反
對
意
見
の
あ 

 



              

人
情
を
無
視
し
た 

政
治 

       

「
ヲ
」
の
無
視 
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る
や
う
な
厄
介
な
理
窟
が
素
人
に
わ
か
る
は
ず
は
な
い
。
ま
た
わ
か
る
必
要
も
な
い
。
し
か
し
わ
か
ら
な 

け
れ
ば
「
小
突
く
」
を
「
コ
ヅ
ク
」
と
書
い
て
は
い
け
な
い
と
い
は
れ
て
も
、
の
み
こ
み
が
つ
か
ぬ
。
文 

部
省
が
相
變
ら
ず
む
づ
か
し
い
こ
の
暇
名
遣
に
つ
い
て
、 

 
「
同
じ
發
音
で
言
葉
に
よ
つ
て
假
名
が
ち
が
ふ
。
こ
れ
を
假
名
遣
と
い
ふ
。
我
々
は
正
し
い
書
き
方 

 

に
從
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。」 

と
言
つ
て
ゐ
る
の
よ
り
も
、
カ
ナ
モ
ジ
會
が
、 

「 

で
も
ヂ
で
も
、
ヅ
で
も
ズ
で
も
、
わ
か
り
さ
へ
ず
れ
ば
い
こ
こ
は
な
い
か
。」 

と
言
ふ
の
の
方
が
、
一
般
人
に
は
眞
理
で
あ
る
。
少
く
と
も
現
代
假
名
遣
法
制
定
の
精
神
を
よ
く
つ
か
ん 

で
ゐ
る
の
は
文
部
省
で
は
な
く
て
カ
ナ
モ
ジ
會
の
や
う
で
あ
る
。
文
部
省
に
は
カ
ナ
モ
ジ
會
を
「
壞
破
的 

だ
」
と
言
つ
て
叱
る
權
限
は
無
論
あ
る
ま
い
。 

  
 

四 

秋
田
犬
と
コ
ト
バ
と
ど
ち
ら
が
大
切
か 

  

秋
田
犬
が
滅
び
て
も
人
間
の
生
活
が
苦
し
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
保
存
法
を
國
家
が
研 

究
す
る
、
そ
れ
が
人
情
で
あ
る
。
人
情
を
無
視
し
た
政
治
は
成
り
立
た
ぬ
。
今
の
我
々
に
は
チ
ヨ
ン
マ
を 

切
る
こ
と
を
惜
し
ん
だ
人
々
の
感
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
頃
に
お
い
て
、
そ
の
感
情
を
輕 

蔑
し
た
り
無
視
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
人
情
で
あ
る
に
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
大
昔
の
日
本
語
に
は
「
キ
」
と 

い
ふ
音
も
「
ケ
」
と
い
ふ
音
も
二
種
あ
つ
た
と
い
ふ
。
學
者
の
研
究
が
も
つ
と
進
ん
だ
ら
、「
い
や
、
二 

種
で
な
く
三
種
あ
つ
た
。」
と
い
ふ
や
う
な
説
が
出
る
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
今
の
我
々
に
は
、
そ
れ
ら
の 

音
が
一
種
し
か
發
音
出
來
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
残
念
で
も
不
便
で
も
な
い
。
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
現
に
今 

使
つ
て
ゐ
る
發
音
を
「
そ
の
う
ち
に
消
え
る
よ
」
と
無
視
さ
れ
て
は
面
白
く
な
い
。
九
州
の
人
々
が
「
菓 

子
」
の
こ
と
を
「
ク
ワ
シ
」
と
い
ひ
た
が
る
の
を
東
京
の
人
々
が
無
駄
な
こ
と
だ
と
思
ふ
の
は
人
情
で
な 

い
。「
オ
」
と
「
ヲ
」
と
の
發
音
の
區
別
は
、
そ
ろ
そ
ろ
日
本
語
か
ら
消
え
る
傾
向
だ
と
い
ふ
人
が
あ 

り
無
駄
扱
ひ
す
る
こ
と
は
人
情
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
現
代
假
名
遣
で
は
、「
ヲ
」
が
ひ
ど
く
無
視
さ
れ
て 

し
ま
つ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
「
本
を
讀
む
」
と
い
ふ
時
の
助
詞
の
「
を
」
は
も
と
の
ま
ゝ
と
な
つ
て
保
護
さ 

れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
發
音
の
感
受
を
尊
重
し
て
で
は
な
く
て
、
從
來
の
慣
習
を
参
酌
し
た
の
で
あ
る
と 

言
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
以
外
の
「
を
」
は
全
部
が
廢
止
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
し
か
し
「
青
」「
魚
」
な
ど
と 

  



                   

國
語
愛
が
泣
く 
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い
ふ
語
に
こ
も
る
「
ヲ
」
の
音
を
感
じ
分
け
る
人
は
、
今
で
も
い
く
ら
も
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
菓
子
を 

「
ク
ワ
シ
」
と
出
ふ
人
の
數
よ
り
も
、「
ヲ
」
を
感
じ
分
け
る
人
の
數
の
方
が
多
い
か
も
し
れ
ぬ
。
と
こ 

ろ
が
、
現
代
假
名
遣
法
は 

 
「「
ク
ワ
・
カ
」「
グ
ワ
・
ガ
」「
ヂ
・
ジ
」「
ヅ
・
ズ
」
を
言
ひ
分
け
て
ゐ
る
地
方
に
か
ぎ
り
、
こ 

 

れ
を
書
き
分
け
て
も
さ
し
つ
か
へ
な
い
。」 

と
い
ふ
附
則
を
設
け
て
、
ク
ワ
・
グ
ワ
な
ど
に
對
し
て
は
寛
大
な
人
情
を
見
せ
て
ゐ
る
が
、「
ヲ
」
は
そ 

の
仲
間
に
い
れ
な
い
。「
ワ
」
を
感
じ
分
け
る
人
は
「
地
方
」
に
か
ぎ
ら
で
全
國
的
に
ち
ら
ば
つ
て
ゐ 

る
。
從
つ
て
「
ヲ
」
を
い
れ
る
と
、「
地
方
」
で
な
く
「
人
々
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

「
ク
ワ
・
カ
」「
ヅ
・
ズ
」
を
言
ひ
分
け
て
ゐ
る
地
方
の
人
々
が
他
の
地
方
に
行
つ
て
ゐ
る
場
合
は
ど
う 

か
。
さ
う
い
ふ
人
々
が
全
國
に
散
在
す
る
場
合
は
ど
う
か
。
結
局
「
地
方
」
が
が
假
名
遣
の
え
り
ご
の
み
を 

す
る
の
で
な
く
て
「
地
方
の
人
々
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
附
則
の
「
地
方
」
は
極
め
て
不
徹
底
な
文
句
で 

あ
る
。
し
か
し
「
人
々
」
と
改
め
れ
ば
現
代
假
名
遣
の
タ
ガ
が
ゆ
る
ん
で
し
ま
ふ
。
新
し
い
規
準
を
設
け 

て
統
一
し
よ
う
と
い
ふ
試
み
の
根
本
が
く
づ
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
「
ヲ
」
を
「
ク
ワ
」
や
「
グ
ワ
」
の
仲 

間
に
入
れ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
し
か
し
「
ヲ
」
は
「
ク
ワ
」
や
「
グ
ワ
」
と
同
じ
く
嚴
存
す
る
國
語
の 

發
音
で
あ
る
。 

「
ア
ヲ
」「
ウ
ヲ
」
と
書
い
て
も
「
ア
オ
」「
ウ
オ
」
と
發
音
す
る
人
が
多
い
の
だ
か
ら
、「
ア
オ
」「
ウ 

オ
」
と
書
い
て
も
、「
ヲ
」
の
好
き
な
人
は
「
ア
ヲ
」「
ウ
ヲ
」
と
發
音
す
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
理
窟
も
あ 

る
。
し
か
し
今
ま
で
「
ヲ
」
と
書
き
、
今
も
「
ヲ
」
と
發
音
す
る
の
を
「
オ
」
に
し
て
し
ま
ふ
こ
と
は 

「
ヲ
」
を
早
く
亡
き
者
に
し
よ
う
と
い
ふ
底
意
の
あ
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
ヲ
」
と
い
ふ
日
本
語
か
ら 

い
へ
ば
、
生
き
う
め
に
さ
れ
る
感
じ
で
あ
ら
う
。
言
葉
を
む
ご
た
ら
し
く
扱
つ
て
お
い
て
國
語
愛
な
ど
と 

い
ふ
の
は
矛
盾
で
あ
る
。「
助
詞
の
ヲ
は
も
と
の
ま
ま
に
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
「
ヲ
」
に
義
理
を
立
て 

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
も
「
ヲ
」
の
音
を
認
め
で
で
な
い
こ
と
は
、
他
の
言
葉
に
あ
る
「
ヲ
」
の
音
な
殺
し
て 

か
か
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。
漢
字
音
か
ら
來
た
「
ク
ワ
・
ダ
ワ
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、 

純
日
本
語
音
で
あ
る
「
ヲ
」
が
認
め
ら
れ
ぬ
の
は
、「
ヲ
」
と
い
ふ
語
か
ら
み
れ
ば
大
不
人
情
で
あ
る
。 

 

前
に
も
言
つ
た
が
、「
私
に
京
都
へ
行
く
」
と
い
ふ
時
の
助
詞
「
は
・
へ
」
は
、
も
と
の
ま
ま
「
は
・
へ
」 

と
書
く
こ
と
を
本
則
と
す
る
と
定
め
ら
れ
て
は
ゐ
る
が
、「
本
則
と
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
を
「
わ
・ 

え
」
と
書
い
て
も
さ
し
つ
か
へ
な
い
と
い
ふ
「
變
則
」
を
承
認
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
私
わ
京
都
え
行 

く
」
と
書
く
時
代
を
迎
へ
る
用
意
を
し
て
か
か
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
わ
」
と
「
は
」
と 

 



音
痴
ば
か
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士
の
反
對
理
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敎
科
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の
音
の
重
さ
を
感
じ
分
け
る
感
覺
に
、
今
の
日
本
人
に
ま
だ
ま
だ
十
分
殘
つ
て
ゐ
る
。
秋
田
犬
を
保
護
す 

る
以
上
は
、
こ
の
固
有
の
語
感
を
無
視
し
て
い
い
道
理
は
な
い
。 

 

そ
れ
は 

 
そ
れ
わ 

か
う
二
つ
並
べ
て
み
る
と
、「
わ
」
の
方
に
は
喧
嘩
腰
の
、
か
み
つ
く
や
う
な
強
さ
が
あ
る
。
こ
の
感
覺 

を
無
視
し
、
そ
の
う
ち
に
は
チ
ヨ
ン
マ
ゲ
と
同
じ
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
誰
も
問
題
に
し
な
く
な
る
よ
と
小 

馬
鹿
に
し
て
か
ゝ
る
こ
と
は
人
情
で
な
い
。 

 

現
代
假
名
遣
法
の
か
う
ự
ふ
部
分
に
は
、
な
る
べ
く
簡
単
に
片
附
け
て
し
ま
は
う
と
い
ふ
心
持
ば
か
り 

が
強
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
て
、
消
え
て
行
く
言
葉
の
か
す
か
な
音
を
あ
は
れ
む
と
い
ふ
や
う
な
人
情
の
こ
ま 

や
か
さ
が
無
い
。
言
葉
の
品
(
ヒ
ン
)
と
か
い
ろ
つ
や
と
い
ふ
も
の
が
贅
澤
視
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ 

る
。
上
古
は
二
種
で
あ
つ
た
「
キ
」
の
發
音
が
次
第
に
一
つ
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
學
者
の 

發
見
が
惡
作
用
を
起
し
て
、
現
代
の
發
音
を
輕
視
し
て
も
さ
し
つ
か
へ
無
い
と
い
ふ
錯
覺
を
起
さ
せ
て
ゐ 

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

文
士
た
ち
が
現
代
假
名
遣
を
不
合
理
な
も
の
・
不
徹
底
な
も
の
・
美
し
さ
の
無
い
も
の
と
し
て
排
斥
し 

て
ゐ
る
と
い
ふ
事
實
を
よ
く
よ
く
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
の
文
士
た
ち
の
不
服
從
に
對
し
て 

「
彼
等
に
は
民
主
主
義
文
化
を
作
る
何
等
の
熱
意
も
無
い
。」
な
ど
と
き
め
つ
け
る
こ
と
に
何
の
意
味
が
あ 

る
か
。
さ
う
い
ふ
威
圧
的
な
獨
斷
的
な
言
ひ
が
か
り
は
許
さ
る
べ
き
で
な
い
。
何
と
し
て
で
も
現
代
假
名 

遣
を
押
し
通
さ
う
と
す
る
熱
意
を
も
つ
た
一
部
の
人
々
の
態
度
を
も
、
民
主
的
か
ど
う
か
、
よ
く
注
意
し 

て
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。 

 

明
治
の
初
年
に
、
歴
史
的
假
名
遣
を
、
大
切
な
も
の
と
し
て
學
校
敎
育
に
持
込
ん
だ
結
果
、
そ
れ
は
む 

づ
か
し
い
も
の
厄
介
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
何
か
大
切
な
も
の
と
さ
れ
て
國
民
の
生
活
と
共
に
今
日
に 

來
て
ゐ
る
。
現
代
假
名
遣
も
そ
れ
に
ま
け
な
い
ほ
ど
厄
介
な
う
る
さ
い
部
分
を
多
く
持
つ
て
ゐ
る
。
修
正 

の
餘
地
の
十
分
あ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
國
民
に
行
き
わ
た
ら
せ
る
た
め
に
は
、
歴
史
的
假
名 

遣
と
同
じ
く
學
校
敎
育
に
持
ち
込
む
に
か
ぎ
る
と
考
へ
た
た
め
か
、
現
代
假
名
遣
は
、
す
ば
や
く
敎
科
書 

に
採
用
さ
れ
て
、
ア
ツ
と
い
ふ
間
も
な
く
國
民
の
生
活
に
ひ
ろ
が
つ
て
行
つ
た
。
こ
れ
も
戰
法
と
し
て
は 

大
成
功
で
あ
つ
た
。
し
か
し
國
民
に
と
つ
て
こ
れ
が
幸
幅
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
こ
の 

と
こ
ろ
役
人
や
學
者
が
机
上
で
計
晝
研
究
し
た
も
の
を
民
間
に
持
ち
出
し
て
國
民
を
幸
福
に
し
た
實
例
が 

あ
ま
り
無
い
。
現
代
假
名
遣
が
我
々
の
文
字
の
生
活
の
準
則
と
し
て
こ
の
ま
ゝ
通
る
か
ど
う
か
も
、
し
ば 
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ら
く
時
日
を
お
い
て
み
な
い
と
わ
か
な
い
。
文
部
省
の
や
り
く
ち
が
穩
當
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
は
、
別 

の
問
題
と
し
て
責
任
を
問
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

 

歴
史
的
假
名
遣
は
過
去
を
整
理
し
て
み
た
上
で
建
て
た
準
則
で
あ
た
。
そ
こ
に
は
過
去
に
從
ひ
過
去 

を
重
ん
ず
る
精
神
が
あ
る
。
文
字
を
單
な
る
符
牒
と
し
て
は
扱
つ
て
ゐ
な
い
。
現
代
假
名
遣
は
文
語
と
口 

語
と
を
全
く
切
り
は
な
し
て
し
ま
ひ
、
何
も
か
も
新
し
く
な
る
豫
想
の
時
代
に
備
へ
て
ゐ
る
。
生
活
態
度 

が
全
く
ち
が
ふ
。
偉
人
や
豪
傑
の
傳
記
を
讀
む
と
、「
翻
然
志
を
改
め
て
」
と
い
ふ
や
う
な
ぐ
あ
ひ
に
、 

過
去
と
別
れ
る
明
か
な
一
線
を
、
あ
る
日
突
然
自
分
の
生
活
の
上
に
引
い
た
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
書
い 

て
あ
る
。
ウ
ソ
と
は
思
は
な
い
が
、
人
間
の
生
活
の
眞
相
と
も
思
は
な
い
。
人
一
人
の
生
活
が
、
さ
う
急 

に
變
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
⾧
い
間
の
約
束
で
あ
る
言
葉
や
文
字
を
急
に
か
へ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と 

は
出
來
る
も
の
で
な
い
。
文
語
と
口
語
と
は
深
く
か
ら
み
合
つ
て
ゐ
る
。
現
代
假
名
遣
を
境
に
し
て
バ
ツ 

サ
リ
兩
方
に
分
け
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
も
の
で
は
な
い
。
言
語
は
無
論
變
遷
す
る
。
し
か
し
變 

遷
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
な
ら
變
遷
さ
せ
る
試
み
を
も
肯
定
せ
よ
と
い
ふ
の
は
道
理
で
な
い
。
言
葉
の
生 

活
に
、
人
爲
的
な
不
自
然
な
變
革
を
與
へ
よ
う
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
變
遷
の
法
則
を
知
ら
ぬ
者
の
ふ
る 

ま
ひ
で
あ
る
。
現
代
假
名
遣
を
世
の
公
論
が
い
か
に
審
判
す
る
か
。
や
が
て
國
民
の
反
撥
力
を
示
す
事
實 

と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
る
だ
ら
う
。 

  
 

五 

國
語
敎
育
の
基
礎 

  

闇
路
を
た
ど
る
の
「
た
」
が
「
手
」
の
意
味
だ
と
い
ふ
こ
と
は
の
み
こ
め
な
い
生
徒
で
も
「
手
折
る
」 

の
「
手
」
を
「
た
」
と
讀
む
こ
と
に
異
存
は
な
い
。「
手
枕
」
は
「
た
ま
く
ら
」
で
あ
り
、「
手
綱
」
は 

た
づ
な
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
理
解
を
た
の
し
む
や
う
に
な
る
と
、
現
代
假
名
遣
が
「
手
綱
」
を
二
語
連
合 

の
仲
間
に
い
れ
ず
、「
綱
」
の
「
意
識
」
を
認
め
ず
し
て
「
た
ず
な
」
と
書
か
せ
る
こ
と
を
無
理
だ
と
思 

ふ
。
現
代
假
名
遣
に
は
言
葉
の
な
り
仁
ち
に
氣
が
つ
く
と
崩
れ
て
し
ま
ふ
オ
キ
テ
が
多
い
。
祗
先
か
ら
言 

ひ
つ
た
へ
書
き
傳
へ
て
來
た
「
た
づ
な
」
は
そ
の
ま
ま
で
よ
か
つ
た
の
だ
。「
つ
な
」
を
「
す
な
」
と
書 

か
せ
る
必
要
は
な
か
つ
た
。 

 

「
氏
」
が
家
柄
や
家
の
血
統
を
示
す
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
、
即
ち
家
(
ウ
チ
)
を
あ
ら
は
す
も
の 

だ
と
知
る
と
、
そ
の
假
名
は
「
ウ
ジ
」
よ
り
も
「
ウ
ヂ
」
の
方
が
自
然
で
あ
ろ
こ
と
が
わ
か
る
。「
ウ
ヂ
」 

と
書
く
こ
と
が
暗
記
で
も
無
理
で
も
頭
の
疲
れ
る
こ
と
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
敎
科
書
に
は 
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心 
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「
う
ぢ
」
と
書
く
が
よ
い
し
、
そ
れ
を
「
う
じ
」
と
書
く
生
徒
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
も
よ
し
と
し
て
、
と 

が
め
だ
て
し
な
け
れ
ば
い
い
。
歴
史
的
假
名
遣
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
こ
と
に
格
別
の
工
夫
も
せ
ず
に
ゐ
て
、 

叱
つ
た
り
點
を
引
い
た
り
、
は
づ
か
し
め
た
り
し
た
と
こ
ろ
に
現
代
假
名
遣
發
生
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ 

る
か
ら
、
現
代
假
名
遣
も
ま
た
、
今
の
無
理
を
通
さ
う
と
す
る
と
第
三
第
四
の
現
代
假
名
遣
發
生
を
う
な 

が
す
こ
と
に
な
る
。
ロ
ổ
マ
字
運
動
者
な
ど
そ
の
日
を
待
つ
て
ゐ
る
。
歴
史
的
假
名
遣
そ
の
も
の
に
罪
は 

な
か
つ
た
が
、
こ
れ
を
ふ
り
ま
は
す
者
に
罪
が
あ
り
、
敎
へ
る
者
に
怠
り
が
あ
り
た
の
で
あ
る
。 

 

五
十
音
圖
を
葬
れ
と
い
ふ
聲
を
き
く
。
現
代
暇
名
遣
の
普
及
に
は
邪
魔
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
今
さ 

う
い
ふ
こ
と
が
遠
慮
な
く
い
へ
る
時
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
語
の
親
戚
關
係
が
あ
れ
に 

よ
つ
て
わ
か
る
面
白
さ
を
何
と
す
る
。 

 

「
葛
」
と
「
屑
」
と
は
同
じ
發
音
だ
が
言
葉
が
ち
が
ふ
。
そ
し
て
假
名
も
ち
が
ふ
。
そ
れ
が
歴
史
的
假 

名
遣
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
現
代
假
名
遣
で
書
い
て
あ
る
新
し
い
文
法
敎
科
書
に
も
、 

 

「
假
名
で
言
葉
を
書
き
表
わ
す
場
合
に
は
、
同
じ
音
の
暇
名
で
さ
へ
あ
れ
ば
ど
れ
を
用
い
て
も
よ
い
と 

 

い
に
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
書
き
方
が
言
葉
に
よ
つ
て
き
ま
つ
て
い
る
。
こ
れ
を
假
名
遣
と
い
う
。
私
ど 

 

も
は
、
い
つ
も
正
し
い
書
き
方
に
よ
つ
て
書
く
や
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

と
敎
へ
て
あ
る
。
こ
の
イ
マ
シ
メ
は
歴
史
的
假
名
遣
の
文
法
敎
科
書
に
持
つ
て
行
つ
て
も
、
こ
の
ま
ゝ
通 

用
す
る
。
假
名
遣
は
む
づ
か
し
い
か
ら
氣
を
つ
け
よ
と
い
ふ
の
で
あ
る
地
雷
火
を
ふ
む
と
あ
ぶ
な
い
か
ら 

取
り
去
つ
て
し
ま
つ
て
く ＊

れ
る
な
ら
い
い
け
れ
ど
、
あ
ぶ
な
い
か
ら
氣
を
つ
け
ろ
と
い
ふ
注
意
書
は
そ
の 

ま
ヽ
通
用
さ
せ
て
、
地
雷
火
の
あ
り
場
所
だ
け
を
變
へ
た
の
で
は
、
ち
つ
と
も
氣
が
ラ
ク
に
は
な
ら
な 

い
。
葛
と
屑
と
の
假
名
の
ち
が
ひ
な
ど
と
い
ふ
こ
と
を
神
經
的
に
考
へ
さ
せ
さ
へ
し
な
け
れ
ば
歴
史
的
假 

名
遣
も
惡
口
を
い
は
れ
な
か
つ
た
の
だ
し
、「
ひ
づ
め
」
と
「
ひ
ず
め
」
と
を
し
ひ
て
區
別
さ
せ
よ
う
な 

ど
と
考
へ
れ
ば
現
代
假
名
遣
も
惡
く
言
は
れ
ず
に
は
す
ま
な
く
な
る
。
現
代
假
名
遣
で
書
い
た
文
法
敎
科 

書
に
、
假
名
遣
に
つ
い
て
昔
と
同
じ
禁
札
が
立
て
て
あ
る
の
は
滑
稽
で
も
あ
り
悲
劇
で
も
あ
る
。
歴
史
的 

假
名
遣
を
オ
キ
テ
と
し
て
國
民
に
不
自
由
な
思
ひ
を
さ
せ
る
人
間
が
あ
り
さ
へ
し
な
け
れ
ば
、
現
代
假
名 

遣
な
ど
と
い
ふ
も
の
が
出
て
來
て
、
新
し
い
混
亂
を
ま
き
起
す
必
要
は
な
か
つ
た
。
つ
ま
り
假
名
遣
に
對 

す
る
考
へ
方
の
根
本
に
矯
正
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
敎
科
書
の
文
句
を
見
る
と
、
現 

代
假
名
遣
派
の
人
々
に
も
、
ま
だ
そ
の
舊
式
頭
が
殘
り
傳
は
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
官
僚
的
と
か
階 

級
的
と
か
非
難
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
法
を
楯
に
と
る
心
構
へ
で
あ
つ
て
、
假
名
遣
そ
の
も
の
で
は
な
い
。 

 

「
屑
」
の
假
名
は
「
ク
ヅ
」
で
あ
る
。
タ
チ
ツ
テ
卜
の
ツ
で
あ
る
。
五
十
音
圖
の
縁
を
傳
つ
て
行
く
と 

 



  

言
葉
に
つ
い
て
考
へ 

る
た
の
し
み 

           

國
語
敎
育
の
目
的 

  

女
學
校
生
徒
の
質
問 

         p.24 

ク
タ
ク
タ
・
ク
ヅ
レ
ル
・
ク
ヅ
ス
な
ど
と
い
ふ
言
葉
と
紙
屑
の
ク
ヅ
と
に
何
か
つ
が
り
が
あ
る
や
う
に 

も
思
は
れ
、
カ
キ
ク
ケ
コ
を
傳
ふ
と
、
ク
タ
ク
タ
と
ゴ
テ
ゴ
テ
と
に
も
縁
が
あ
り
さ
う
だ
。
ク
ダ
を
卷
く 

の
と
ゴ
テ
ゴ
テ
言
ふ
の
と
ど
こ
か
似
て
ゐ
る
。
日
本
國
民
の
頭
か
ら
五
十
音
圖
を
消
す
こ
と
は
、 ＊

か
う
い 

ふ
言
葉
に
つ
い
て
の
考
へ
ご
と
を
無
く
さ
せ
る
目
的
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
言
葉
に
つ
い
て
考
へ
る
こ 

と
の
樂
し
み
を
も
無
く
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
の
興
味
も
楽
し
み
も
與
へ
な 

い
や
う
な
國
語
敎
育
が
何
に
な
る
。
し
か
し
そ
ん
な
興
味
を
持
た
せ
る
と
現
代
假
名
遣
に
疑
問
を
持
ち
は 

じ
め
る
。 

 

葛
の
假
名
は
ク
ズ
で
あ
る
。
大
和
の
国
栖
(
ク
ニ
ス
)
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
そ
の
名
産
地
で
あ
つ
た
と
話 

さ
れ
る
と
、
そ
の
事
の
眞
僞
は
と
も
か
く
も
、
何
か
楽
し
く
、
ク
ニ
ス―

―

ク
ズ
の
關
係
を
た
ど
る
。
か 

う
し
た
一
分
間
も
か
ゝ
ら
ぬ
話
を
國
語
の
時
間
の
中
に
さ
し
は
さ
む
こ
と
が
、
國
語
敎
育
の
目
的
を
忘
れ 

た
ふ
る
ま
ひ
で
あ
る
と
い
ふ
か
、 ＊

一
體
國
語
敎
育
と
は
何
を
す
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。 

  

敎
育
の
目
的
は
よ
い
人
間
を
作
る
に
あ
る
。
國
語
敎
育
の
目
的
も
そ
れ
に
合
致
す
る
も
の
に
相
違
な
い
。 

し
か
し
國
語
敎
育
が
特
別
に
他
の
學
科
よ
り
も
多
く
さ
う
い
ふ
役
目
を
負
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ど
う 

か
。 

 

國
語
の
敎
材
は
す
ぐ
れ
た
人
や
す
ぐ
れ
た
精
神
に
關
す
る
も
の
が
多
い
。
學
習
の
際
に
そ
の
内
容
か
ら
、 

感
化
を
受
け
る
機
會
は
他
學
科
よ
り
も
多
い
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
國
語
科
の
使
命
が
そ
こ 

に
あ
る
と
考
へ
、
特
に
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
に
力
を
注
ぐ
の
が
本
當
の
國
語
敎
育
で
あ
る
と
思
ふ
の
は
ど
う 

か
。
實
例
に
つ
い
て
考
へ
て
み
よ
う
。
某
縣
立
女
學
校
二
年
で
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
の
敎
材
は
妙
に 

「
も
」
の
字
の
多
い
歌
で
あ
つ
た
。 

 

今 ＊

朝
見
れ
ば
山
も
か
す
み
て
久
方
の
あ
ま
の
原
よ
り
春
は
來
に
け
り 

 

大
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
よ
す
る
波
わ
れ
て
く
だ
け
て
さ
け
て
散
る
か
も 

 

い
と
ほ
し
や
見
る
に
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
親
も
な
き
子
の
母
を
だ
づ
ぬ
る 

 

ま
づ
、
そ
の
敎
師
の
読
み
方
に
つ
い
て
二
つ
の
質
問
が
出
た
。「
あ
ま
の
原
」
が
「
海
女
の
腹
」
と
同 

じ
調
子
に
聞
え
る
が
そ
れ
で
よ
い
か
。「
い
と
ほ
し
や
」
は
「
射
通
し
矢
」
か
「
糸
欲
し
や
」
か
。
つ
ま 

り
發
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
敎
師
は
こ
れ
に
明
瞭
な
答
え
を
與
へ
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ 

た
。
そ
こ
へ
「
親
も
な
き
子
」
の
「
も
」
の
意
味
の
質
問
が
出
た
の
で
あ
る
。
敎
師
は
「
さ
へ
」
と
解
釋 

し
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
親
さ
へ
無
い
子
が
母
を
た
づ
ね
る
と
い
ふ
の
で
は
、
母
は
親
で
な
い
や
う 

 



文
學
の
味 

              

こ
の
迷
妄 

            p.26 

な
氣
が
す
る
と
い
ふ
質
問
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
時
間
の
終
わ
り
の
カ
ネ
が
な
つ
た
。 

 

つ
ぎ
の
日
、
敎
壇
に
立
つ
た
そ
の
敎
師
は
、
生
徒
か
ら
見
れ
ば
突
然
、
西
條
八
十
の
「
お
月
樣
」
と
い 

ふ
童
謡
詩
の
朗
讀
を
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
玩
具
を
ど
こ
か
に
忘
れ
て
來
た
こ
と
を
寝
て
か
ら
思
ひ
出
し 

て
心
配
し
な
が
ら
眠
る
幼
兒
を
、
月
が
出
て
來
て
、
大
き
な
提
灯
で
さ
が
し
て
あ
げ
る
か
ら
心
配
せ
ず
に 

ね
ん
ね
し
な
さ
い
と
慰
め
る
と
い
ふ
筋
の
も
の
で
あ
つ
た
。
や
さ
し
い
詩
の
心
。
し
か
し
そ
れ
を
持
ち
だ 

さ
れ
る
こ
と
は
、
生
徒
に
と
つ
て
は
、
そ
の
敎
師
の
平
素
の
敎
訓
、「
文
學
を
味
は
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
、 

そ
の
精
神
を
と
ら
へ
る
こ
と
で
、
ど
う
で
も
い
い
や
う
な
小
さ
な
語
句
の
末
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と 

い
ふ
こ
と
を
思
ひ
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
。 

 

こ
の
敎
師
は
平
素
、
國
語
敎
育
は
生
徒
に
語
句
の
解
を
授
け
る
こ
と
で
な
く
、
人
間
生
き
る
態
度
の
確 

立
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
敎
材
の
深
さ
を
通
し
て
人
格
の
深
さ
を
磨
き
上
げ
て
や
る
こ
と
で
あ
る 

と
い
ふ
意
見
を
も
つ
て
ゐ
た
。
國
語
敎
育
の
語
句
の
解
を
授
け
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
以
上
に
、
い
ま
少
し 

大
き
な
使
命
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
が
そ
の
持
論
で
あ
つ
た
。「
も
」
な
ど
と
い
ふ
一
語
に
生
徒
が
興 

味
を
も
た
ぬ
や
う
に
し
む
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
。 

 

國
語
敎
師
が
そ
れ
ほ
ど
高
尚
に
か
ま
へ
大
使
命
を
自
覺
し
て
ゐ
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
生
徒
は
英
語 

や
數
學
の
時
間
よ
り
も
國
語
の
時
間
を
あ
ま
く
見
て
ゐ
る
の
は
何
故
か
。
そ
れ
は
あ
と
の
問
題
と
し
て
、 

國
語
敎
育
は
一
體
何
が
目
的
で
あ
る
べ
き
か
。 

 

訓
詁
的
な
學
風
の
嫌
は
れ
輕
視
せ
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
相
當
の
正
當
な
理
由
が
あ
ら
う
。
し
か
し 

心
と
言
葉
と
の
關
係
を
考
へ
た
ら
、
一
語
一
語
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
か
も
精
神
を
と
ら
へ
よ
う
な
ど
と 

い
ふ
こ
と
が
、
お
よ
そ
タ
ワ
ゴ
ト
に
屬
す
る
こ
と
は
わ
か
り
き
つ
て
ゐ
る
。
國
語
敎
育
は
そ
の
字
の
示
す 

通
り
國
語
の
敎
育
、
日
本
の
コ
ト
バ
の
敎
育
で
あ
る
。
こ
の
根
本
的
な
部
分
を
文
法
の
時
間
に
お
し
つ
け 

て
お
い
て
、
あ
と
は
文
藝
的
な
哲
學
的
な
幽
玄
な
氣
分
を
味
は
ふ
高
尚
な
ハ
イ
カ
ラ
に
費
さ
れ
て
ゐ
る
と 

し
た
ら
、
運
動
場
に
か
に
け
る
金
を
校
⾧
室
の
装
飾
に
使
ふ
位
の
バ
カ
バ
カ
シ
サ
で
あ
る
。
こ
の
迷
妄
を
先 

づ
國
語
敎
育
か
ら
と
り
去
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
言
説
を
費
す
必
要
の
無 

い
ほ
ど
わ
か
り
き
つ
た
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
が
ど
う
か
。 

 

 

い
か
な
る
み
じ
め
な
時
代
が
來
て
も
人
間
の
キ
ド
リ
、
ハ
イ
カ
ラ
が
無
く
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
昨
今
、
殊
に 

明
か
に
我
々
は
知
つ
た
。
國
語
敎
師
が
ひ
と
り
ヂ
ミ
な
考
へ
方
を
採
用
す
る
の
も
む
づ
か
し
い
か
ら
う
。
從 

つ
て
國
語
敎
育
か
ら
こ
の
ハ
イ
カ
ラ
を
一
掃
す
る
こ
こ
と
は
容
易
で
な
か
ら
う
。
し
か
し
「
親
も
な
き
子
の 

母
を
た
づ
ぬ
る
」
の
「
も
」
に
對
す
る
解
説
を
な
ほ
ざ
り
に
し
て
西
條
八
十
の
詩
を
朗
讀
す
る
と
い
ふ
や 

う
な
流
儀
を
、
ゴ
マ
化
し
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
に
は
誰
も
か
も
賛
成
す
る
で
あ
ら
う
。「
い
と
ほ
し
」 



   

優
等
生
の
答
案 

      

こ
の
病 

      

高
師
の
入
試
問
題 

          p.28 

の
發
音
を
撤
底
的
に
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
の
に
、
芭
蕉
と
一
荼
と
を
比
較
し
て
人
生
を
論
じ
よ
う
と
い
ふ 

や
う
な
こ
と
は
、
國
語
敎
師
と
し
て
は
ウ
ソ
だ
。 

 
 

 
高 ＊

山
に
の
ぼ
り
仰
ぎ
見
高
山
の
高
き
知
る
て
ふ
言
の
よ
ろ
し
さ 

こ
の
歌
を
、
國
語
に
は
自
信
の
あ
る
と
い
ふ
一
中
學
卒
業
生
が
つ
ぎ
の
や
う
に
解
釋
し
た
。 

 

高
き
山
に
登
山
し
、
さ
て
降
り
て
か
ら
ふ
り
仰
い
で
、
身
に
し
み
じ
み
と
味
つ
た
勞
苦
と
爽
快
さ
と
を 

 

思
ひ
か
へ
し
て
、
眞
に
山
の
高
き
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
は
尊
い
も
の
で
あ
る
。
人
生
に
お
け
る
迂 ＊

曲
波 

 

瀾
を
老
年
に
至
つ
て
回
顧
す
る
こ
と
は
恰
も
高
い
峠
を
越
え
て
、
さ
て
そ
の
山
路
を
ふ
り
か
へ
る
如
き 

 

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
己
の
努
力
と
經
驗
に
よ
る
人
生
の
啓
示
を
發
見
す
る
こ
と
は
尊
い
も
の 

 

で
あ
る
。 

何
と
い
ふ
饒
舌
か
。
そ
し
て
何
と
い
ふ
ア
テ
ズ
ツ
パ
ウ
か
。
も
つ
と
も
ら
し
い
ウ
ソ
の
美
し
さ
で
あ
る
。 

こ
れ
で
満
黠
は
も
ら
へ
る
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
秀
才
が
國
語
の
時
間
を
數
學
や
英
語
の
豫
習 

に
使
つ
た
り
甘
く
見
た
り
し
て
ゐ
る
。
こ
ん
な
病
氣
を
な
ほ
す
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。(
四
二
、 

頁
参
照
) 

  
 

六 

こ
の
迷
妄
を
打
破
す
べ
し 

  

昭
和
十
五
年
と
い
へ
ば
、
ま
だ
昔
話
の
部
に
は
入
る
ま
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
年
、
東
京
高
等
師
範
學
校 

の
入
學
試
驗
に
出
た
問
題
で
、
つ
ぎ
の
文
を
讀
ん
で
傍
線
を
引
い
て
あ
る
語
句
及
び
そ
の
相
互
の
脈
絡
を 

説
明
せ
よ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。 

 

人
間
存
在
は
本
來
個
人
的
た
る
と
共
に
社
會
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
人

(
１
)

間
存
在
の
構
造
を
把
握
す
る
試
み 

 

は
初
め
よ
り
こ
の
二
重
性
格
の
上
に
立
脚
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
し
個
人
的
・
社
會
的
な
人 

 

間
存
在
か
ら
の
出
發
と
い
ふ
如
き
こ
と
が
如
何
に
し
て
な
さ
れ
得
る
か
。
そ
れ
は
極
め
て
容
易
で
あ 

 

る
。
人
は
書
斎
で
た
ゞ
獨
り
思
索
に
ふ
け
る
前
に
そ
の
書
齊
へ
ひ
き
こ
も
る
と
い
ふ
行
爲

(
２
)

を
な
さ
し 

 

た
。
そ
れ
を
忘
れ
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
我
々
に
最
も
手
近
な
日
常
の
生
活
は
思
索
よ
り
も
先
で 

 

あ
る
。
さ
う
し
て
そ
の
日
常
の
生
活
は
ど
こ
を
捕
へ
て
見
て
も
、
既
に
個
人
的
・
社
會
的
と
い
ふ
二
重 

 

性
格
を
持
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
何
人
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
が
故
に
反
つ
て
人
々
の
眼
中
か
ら
逸
し 

 

去
り
て
ゐ
る
が
、
然
し
そ
こ
に
こ
そ
人
間
の
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
深
み
へ
の
正

(
３
)

し
い
緒
が
存
す
る
の
で
あ 

 

る
。 



  

入
試
問
題
と
學
風 

       

打
破
す
べ
き
傾
向 

        

あ
は
れ
な
苦
勞 

    

送
假
名
「
か
」 

   p.30 

 

け
だ
し
難
問
題
で
あ
る
。
わ
か
つ
た
や
う
な
わ
か
ら
ぬ
や
う
な
高
尚
な
深
い
も
の
の
あ
り
さ
う
な
文
で 

あ
る
。 

 

一
體
入
學
試
驗
問
題
に
は
そ
の
學
校
の
氣
風
が
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
生
方
の
好
み
が
う
か
ゞ 

は
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
高
等
師
範
に
は
、
こ
ん
な
文
章
を
問
題
に
ま
で
出
す
や
う
な
傾
向
が
強 

か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
國
語
敎
育
界
に
與
へ
た
彫
響
の
大
き
さ
も
推
察
さ
れ
る
。
現
在
國
語
敎
育 

界
を
指
導
す
る
人
々
の
中
に
は
、
そ
の
頃
の
さ
う
い
ふ
學
風
を
身
に
つ
け
て
き
た
も
の
が
少
く
な
い
で
あ 

ら
う
。
敎
材
の
中
か
ら
何
か
人
生
觀
ら
し
い
も
の
を
引
き
出
し
て
生
徒
に
の
み
こ
ま
せ
る
こ
と
を
國
語
敎 

育
だ
と
思
ふ
高
尚
な
誤
解
。 

 

西
條
八
十
の
詩
で
ゴ
マ
化
し
た
國
語
敎
師
、
饒
舌
な
答
案
を
書
い
た
秀
才
、
そ
し
て
こ
の
高
等
師
範
の 

試
驗
問
題
、
そ
れ
か
ら
最
近
の
現
代
假
名
遣
に
よ
る
文
部
省
の
國
語
敎
科
書
に
見
え
る
傾
向
、
そ
れ
ら
の 

間
に
は
何
か
關
連
す
る
も
の
が
あ
り
さ
う
な
氣
が
す
る
。
國
語
敎
育
が
コ
ト
バ
の
敎
育
で
あ
る
と
い
ふ
こ 

と
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
傾
向
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
入
學
試
験
問
題
が
、 

あ
る
年
の
あ
る
敎
授
の
氣
ま
ぐ
れ
で
出
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
傾
向 

が
國
語
敎
育
界
に
浸
潤
し
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
も
つ
と
も
ら
し
い
「
お
も
も
ち
」
を
冷
や
し
て
、
國 

語
敎
育
は
日
本
語
敎
育
で
あ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
引
下
げ
て
や
る
の
は
な
か
な
か
容
易
で
な
い
だ
ら 

う
。
し
か
し
こ
れ
が
今
後
の
國
語
敎
育
に
と
つ
て
ま
づ
第
一
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。 

  
 

七 

著
實
な
國
語
敎
育 

  

「
神
苑
・
必
要
」
の
假
名
が
シ
ン
エ
ン
・
ヒ
ツ
ヨ
ウ
と
な
つ
て
ゐ
る
た
め
に
三
點
づ
つ
引
か
れ
た
子
供 

の
答
案
が
出
て
來
た
。
つ
い
五
六
年
前
に
は
ま
だ
か
う
し
て
漢
字
音
の
歴
史
的
假
名
遣
に
予
供
も
苦
勞
し 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
苑
が
エ
ン
で
あ
り
要
が
エ
ウ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
子
供
に
と
つ 

て
は
暗
記
力
と
注
意
力
と
を
試
驗
さ
れ
る
以
外
に
意
味
は
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
で
國
民
が
な
め
て
來
た
苦 

勞
を
思
ふ
と
、
現
代
假
名
遣
は
、
あ
り
が
た
い
も
の
の
は
ず
で
あ
つ
た
。 

 

あ
る
敎
師
が
、「
た
し
か
に
」
は
「
確
か
に
」
か
「
確
に
」
か
と
い
ふ
や
う
な
質
問
を
さ
れ
る
と
胸
が
ど 

き
ん
と
し
て
、
し
ば
ら
く
は
物
が
言
へ
な
い
と
い
ふ
正
直
な
告
白
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
全
く
假
名
遣
の 

た
め
に
は
敎
へ
る
者
も
敎
へ
ら
れ
る
も
の
も
、
あ
は
れ
な
苦
勞
を
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
苦
勞 

を
昔
話
の
世
界
に
閉
ぢ
こ
め
て
し
ま
つ
で
、
の
び
の
び
と
氣
ら
く
な
時
代
を
つ
く
る
の
が
現
代
假
名
遣
の 

 



 

國
語
敎
育
の
要
點 

      

へ
そ
と
國
語
愛 

     

愛
す
と
は
い
か
な
る 

こ
と
か 

  

赤
彦
の
歌
と
師
範
生 

         p.32 

ネ
ラ
ヒ
(
狙
い
)
で
あ
つ
た
。
ネ
ラ
ヒ
は
は
づ
れ
な
か
つ
た
か
ど
う
か
。 

 

太
陽
と
風
と
が
力
競
べ
を
し
た
童
話
。
風
は
む
り
や
り
に
旅
人
の
羽
織
を
と
ら
う
と
し
て
失
敗
し
た 

が
、
太
陽
は
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
ぬ
が
せ
て
し
ま
ふ
。
ぬ
く
ぬ
く
と
あ
た
た
め
て
自
然
に
ぬ
が
せ
て
し
ま 

つ
た
太
陽
の
力
、
現
代
假
名
遣
に
は
こ
の
智
慧
が
な
か
つ
た
。
憎
ん
で
た
た
い
て
な
ほ
る
も
の
で
な
い
と 

い
ふ
こ
と
は
、
お
よ
そ
人
を
敎
へ
導
く
場
合
の
根
本
原
則
で
あ
る
。
コ
ト
バ
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
國
語 

に
對
す
る
愛
情
を
も
た
せ
る
こ
と
だ
け
が
國
語
を
よ
き
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
熱
意
を
お
こ
さ
せ
る
。
ず 

ゐ
ぶ
ん
⾧
い
こ
と
、
國
語
を
愛
せ
よ
、
國
語
こ
そ
は
國
民
の
精
神
的
血
液
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
ス
ロ
ổ 

ガ
ン
を
耳
に
し
目
に
し
て
來
た
。
し
か
し
、
ど
う
す
る
こ
と
が
國
語
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
か
を
國
民
は 

は
つ
き
り
敎
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
へ
そ
は
我
々
と
祖
先
と
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
毎
日
腹
の
眞 

中
に
坐
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
て
へ
そ
を
愛
せ
よ
と
い
は
れ
て
も
、
い
ま
さ
ら
ど
う
す
れ
ば 

愛
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
必
要
も
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
見
當
も
つ
か
ぬ
。
國
語
を
愛
せ
よ
と
い
ふ 

題
目
は
、
ど
う
も
そ
れ
に
似
て
い
る
。
い
つ
た
い
國
語
を
愛
す
る
と
は
ど
う
す
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
そ
れ 

が
よ
く
わ
か
つ
て
ゐ
な
い
。
問
題
は
そ
こ
に
あ
る
。
國
語
を
愛
す
る
国
民
を
多
く
す
る
こ
と
が
國
語
敎
育 

の
目
的
で
あ
り
、
國
字
問
題
解
決
の
道
も
一
に
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

存
在
を
認
め
価
値
を
認
め
て
や
る
こ
と
が
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
草
花
に
つ
い
て
も
幼
兒
に
つ 

い
て
も
言
葉
に
對
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

 

島 ＊

木
赤
彦
の 

 
 

わ
が
心
に
懈
怠
や
あ
り
て
風
邪
ひ
き
し
し
か
思
ひ
つ
つ
眠
り
け
る
か
な 

と
い
ふ
歌
を
師
範
學
校
の
上
級
生
に
解
釋
さ
せ
て
み
る
と
半
分
以
上
は
出
來
な
い
。 

 

も
し
自
分
の
心
の
中
に
怠
り
な
ま
け
る
や
う
な
心
が
あ
つ
た
な
ら
ば
風
邪
を
ひ
く
で
あ
ら
う
と
、
さ
う 

 

い
ふ
こ
と
は
知
つ
て
ゐ
て
も
眠
つ
て
し
ま
ふ
わ
い
。 

 

こ
れ
が
そ
の
答
案
の
一
例
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
答
案
を
書
く
者
は
、
そ
れ
が
ウ
ソ
だ
と
言
は
れ
て
も
、 

自
分
で
そ
の
あ
や
ま
り
を
發
見
す
る
方
法
を
持
た
な
い
。(
三
五
頁
參
照
) 

 

進
む
や
う
に
見
え
る 

 

進
む
か
の
や
う
に
見
え
る 

 

こ
の
二
つ
の
文
の
意
味
の
ち
が
ひ
は
誰
で
も
感
じ
る
。
し
か
し
い
か
に
ち
が
ふ
か
、
そ
の
ち
が
ひ
が
ど 

こ
か
ら
起
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
わ
け
て
説
明
す
る
こ
と
の
出
來
る
紳
士
は
少
い
。 

 

お
前
は
い
い
子
だ 

 



 

國
語
敎
育
の
し
ご
と 

          

國
語
愛
の
で
る
は
ず 

は
な
い 

        

不
徹
底
な
生
活
態
度 

     p.34 

 

お
前
も
い
い
子
だ 

 

こ
の
二
つ
の
ち
が
ひ
は
子
供
で
も
感
じ
わ
け
る
。「
は
」
と
「
も
」
と
が
ど
ん
な
に
人
の
心
持
を
ち
が 

へ
て
傳
へ
る
か
。「
そ
れ
は
い
い
」
と
い
ふ
時
と
、「
そ
れ
も
い
い
」
と
い
ふ
時
と
を
と
り
ち
が
へ
て
い 

ふ
ほ
ど
の
愚
者
は
少
い
。
元
來
言
葉
に
對
し
て
人
は
ぞ
れ
ほ
ど
敏
感
な
の
で
あ
る
。「
進
む
や
う
に
」
と 

「
進
む
か
の
や
う
に
」
と
の
ち
が
ひ
は
「
か
」
と
い
ふ
一
語
に
あ
る
。「
か
」
と
い
ふ
日
本
語
は
ど
う
い
ふ 

意
味
を
も
つ
て
ど
う
い
ふ
時
に
使
は
れ
る
の
か
と
質
問
さ
れ
て
ま
ご
つ
く
や
う
な
日
本
人
を
一
人
で
も
少 

く
し
て
行
く
と
い
ふ
し
ご
と
を
、
國
語
敎
育
以
外
の
ど
こ
で
や
る
の
か
。「
進
む
や
う
に
」
と
「
進
む
か 

の
や
う
に
」
と
の
相
違
が
ど
こ
か
ら
來
る
か
を
知
ら
ず
に
、
し
か
し
實
際
は
毎
日
使
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や 

う
な
こ
と
は
、
紳
士
と
し
て
少
し
氣
さ
び
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
さ
う
い
う
人
を
一
人
で
も
少
く
す
る 

し
ご
と
、
そ
れ
が
國
語
敎
育
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
赤
彦
の
歌
が
最
上
級
生
に
な
つ
て
も 

半
分
は
出
來
な
い
と
い
ふ
や
う
な
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
師
範
の
國
語
敎
育
狀
態
を
調
べ
て
み
る
必
要
が
あ 

る
。 

 

 

「
ど
う
思
は
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
で
せ
う
」 

 

こ
の
文
章
は
幾
つ
の
日
本
語
で
川
來
て
ゐ
ま
す
か
と
い
ふ
質
問
を
多
く
の
人
に
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。 

一
人
の
大
學
生
は
十
六
と
答
え
へ
た
。
そ
れ
は
字
の
數
で
あ
つ
て
言
葉
の
數
で
は
な
い
で
せ
う
と
言
ふ
と
。 

ひ
ど
く
赤
面
し
た
。
あ
る
化
粧
品
會
社
の
宣
傳
主
任
(
從
つ
て
宣
傳
文
な
ど
に
毎
日
苦
心
し
て
ゐ
る
は 

ず
の
人
)
が
、
二
つ
と
答
へ
た
。 

 

ど
う
「 ＊

思
(
１
)

は
れ
て
も
」「
や

(
２
)

む
を
得
な
い
」
で
せ
う
。 

と
い
ふ
二
つ
だ
と
い
ふ
。
そ
れ
な
ら
「
ど
う
」
や
「
で
せ
う
」
は
日
本
語
の
數
に
入
ら
ぬ
の
で
す
か
と
い 

ふ
と
、
こ
れ
も
赤
面
し
て
當
惑
し
て
ゐ
た
。 

 

愛
情
の
根
本
を
な
す
も
の
は
「
知
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
が
、
國
語
を
こ
れ
ほ
ど
知
ら
な
い
國
民
が 

國
語
を
愛
す
る
こ
と
の
出
來
る
は
ず
は
な
い
。 

 

百
人
首
を
一
度
も
讀
ま
す
に
終
る
人
も
少
い
か
と
思
ふ
が
、
ま
た
百
遍
も
二
百
遍
も
讀
む
人
で
も
、「
秋 

の
田
の
か
り
ほ
い
ほ
の
」
の
「
か
り
ほ
の
い
ほ
」
の
發
音
を
正
確
に
自
信
を
も
つ
て
す
る
人
は
少
い
。 

一
茶
と
芭
蕉
と
の
人
生
觀
を
比
較
し
で
論
じ
て
ゐ
た
國
語
敎
師
が
、
そ
の
文
中
に
あ
つ
た
「
頃
ほ
ひ
」
の 

發
音
を
質
問
さ
れ
こ
、
ひ
ど
く
氣
ま
づ
い
顔
を
し
て
し
ま
つ
た
實
話
も
あ
る
。「
雲
」
と
「
蜘
蛛
」
と
の 

ア
ク
セ
ン
ト
の
ち
が
ひ
に
つ
い
て
も
、
も
う
問
題
に
す
る
者
が
笑
は
れ
る
位
ゴ
タ
ゴ
タ
に
な
つ
て
し
ま
つ 

た
。
言
語
は
變
遷
す
る
と
い
ふ
が
、
か
や
う
に
無
自
覺
無
関
心
の
う
ち
に
變
遷
さ
せ
て
い
い
も
の
で
あ
ら 

 



       

國
語
敎
育
最
大
の
急 

務 

    

こ
の
弊
を
去
れ 

            

最
初
の
し
ご
と 

 p.36 

う
か
。
不
徹
底
な
生
活
態
度
は
國
語
敎
育
か
ら
學
び
と
る
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
惡
口
が
出
た
こ
と
は
な
い 

か
。
文
學
の
味
は
縹
渺
と
し
て
と
ら
へ
難
き
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
ふ
名
説
は
國
語
の
時
間
に
何
度
も
き
い 

た
こ
と
が
あ
る
や
う
な
氣
が
す
る
が
、
こ
の
種
の
文
學
敎
育
が
國
語
敎
育
に
惡
影
響
を
與
へ
て
ゐ
る
こ
と 

は
な
い
か
。
お
よ
そ
書
く
に
も
發
音
す
る
に
も
不
透
明
な
煮
え
き
ら
ぬ
態
度
で
や
り
す
ご
し
て
ゐ
る
こ
と 

が
、
我
々
の
日
常
の
言
葉
の
生
活
に
は
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
假
名
遣
が
出
て
も
漢
字
制
限
が 

出
て
も
一
向
に
世
論
が
相
手
に
し
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
反
響
の
起
る
ほ
ど
し
つ
か
り
し
た
も
の 

を
國
民
は
持
つ
て
ゐ
な
い
。 

 

話
す
に
も
書
く
に
も
自
信
の
無
い
者
が
い
か
な
る
精
神
狀
態
に
お
ち
て
行
く
か
は
、
氣
の
弱
い
時
に
ど 

も
る
と
い
ふ
一
事
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。
國
語
敎
育
に
た
づ
さ
は
る
者
が
心
を
新
に
に
し
て
、
お
よ
そ 

日
本
語
に
つ
い
て
い
ま
少
し
ハ
キ
ハ
キ
物
の
い
へ
る
國
民
を
多
く
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
國
語
敎
育
現
下 

の
最
大
急
務
で
あ
る
。
問
題
は
自
然
い
か
な
る
國
民
を
作
る
か
と
い
ふ
根
本
に
ふ
れ
て
來
る
こ
と
に
な
る 

が
、
ま
た
さ
う
い
ふ
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
る
と
、
そ
こ
に
行
く
自
然
の
順
序
を
超
越
し
て―

國
語
敎
師
と
し 

て
の
當
面
の
仕
事
を
忘
れ
て―

文
學
だ
の
哲
學
だ
の
と
の
高
尚
な
誤
解
を
起
こ
し
や
す
い
。 

 

赤
彦
の
歌
の
意
味
を
と
ら
へ
る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
た
者
の
多
く
は
、
ま
づ
「
や
」
と
い
ふ
言
葉
の
存 

在
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
者
で
あ
る
。
助
詞
の
「
や
」
が
い
か
な
る
意
味
を
あ
ら
は
す
言
葉
か 

と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
み
る
こ
と
を
し
な
い
。
作
者
は
さ
う
い
ふ
一
語
一
語
に
深
い
思
ひ
を
託
し
て
ゐ
る 

の
に
、
そ
の
心
づ
か
ひ
を
知
ら
ず
し
て
、
し
か
も
作
品
の
精
神
を
さ
ぐ
る
な
ど
と
い
ひ
出
す
。
こ
の
生
意 

氣
を
訓
點
の
學
を
い
や
し
め
る
理
屈
を
も
つ
て
き
て
増
⾧
さ
せ
る
者
さ
へ
あ
る
。「
風
邪
ひ
き
し
」
が 

幾
つ
の
日
本
語
で
あ
る
か
數
へ
ら
れ
な
い
や
う
で
、
全
體
の
正
確
な
意
味
が
と
ら
へ
ら
れ
る
は
ず
は
な 

い
。
そ
れ
で
ゐ
て
自
分
の
勝
手
な
創
作
的
解
釋
を
堂
々
と
述
べ
立
て
る
。「
讀
む
こ
と
は
創
作
す
る
こ
と 

で
あ
る
。」
な
ど
と
い
つ
て
そ
れ
を
煽
り
た
て
る
者
が
あ
る
。 

 

こ
の
弊
害
を
の
ぞ
い
て
、
着
實
な
態
度
を
學
ば
し
め
る
に
は
、
ま
づ
一
語
一
語
の
存
在
を
認
め
さ
せ
る 

と
こ
ら
か
ら
出
發
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。 

  
 

八 

四
段
の
基
礎
作
業 

  

ま
づ
第
一
段
の
し
ご
と
は
、 

 

わ
が 

心 

に 

懈
怠 

や 

あ
り 

て 

 



一
語
一
語
の
認
識 

     

造
語
力 

    

第
二
段
の
し
ご
と 

  

「
し
」
と
い
ふ
日
本

語 

          

「
ま
し
」
と
い
ふ
日

本
語 

p.38 

と
い
ふ
や
う
に
日
本
語
の
一
つ
一
つ
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
來
る
か
ど
う
か
を
、
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。 

「
わ
が
」
が
一
語
で
あ
る
が
二
語
に
分
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
き
び
し
く
い 

ふ
必
要
は
な
い
。
さ
う
い
ふ
點
で
、
在
來
の
文
法
は
出
來
上
つ
た
も
の
を
注
ぎ
込
む
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。 

發
見
さ
せ
る
つ
も
り
が
な
さ
す
ぎ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
知
識
の
進
み
に
ま
か
せ
、
自
分
で
發
見
さ
せ
る 

が
い
い
。 

 

一
つ
づ
つ
組
み
立
て
て
行
つ
た
機
械
な
ら
、
一
つ
一
つ
に
分
解
で
き
る
は
ず
だ
。
分
解
す
る
時
に
は
誰 

で
も
つ
ぎ
に
組
み
立
て
る
時
の
こ
と
を
注
意
深
く
考
へ
て
ゐ
る
。
造
語
力
は
こ
の
間
に
養
は
れ
る
。
一
つ 

一
つ
お
ぼ
え
て
行
つ
た
言
葉
の
つ
な
が
り
を
ほ
ぐ
す
こ
と
の
出
來
ぬ
の
は
、
さ
び
つ
い
た
機
械
と
同
じ 

だ
。
一
つ
一
つ
に
分
解
出
來
る
テ ＊

オ
キ
の
い
い
機
械
は
働
き
も
い
い
。
國
語
の
知
識
の
第
一
歩
は
、
一
語 

一
語
の
再
認
識
で
あ
る
。
お
ぼ
え
た
順
を
逆
に
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
發
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
が
亂
れ
る
の 

は
、
一
語
一
語
を
む
き
出
し
に
し
て
は
つ
き
り
扱
は
な
い
か
ら
だ
。 

 

第
二
段
の
し
ご
と
は
、
そ
の
一
語
一
語
の
意
味
性
質
を
考
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
二
段
は
第
一
段 

の
分
解
と
全
く
同
時
に
行
は
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
出
來
な
け
れ
ば
分
解
も
出
來
ぬ
場
合
が
多
い
か
ら
、 

一
段
二
段
と
順
を
分
け
る
こ
と
は
出
來
な
い
位
で
あ
る
。 

 

風
邪 

ひ
き 

し 

 

か
う
し
て
み
せ
て
も
「
し
」
の
意
味
も
性
質
も
考
へ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
「
し
」
と
い
ふ 

日
本
語
に
つ
い
て
知
識
の
無
い
こ
と
が
自
分
で
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
し
」
と
い
ふ
言
葉
を
お
ぼ 

え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
さ
と
る
。
漫
然
と
多
く
の
實
例
に
觸
れ
て
ゐ
る
間
に
自
然
に
お
ぼ
え
る
と
い 

ふ
の
は
、
手
間
も
と
る
し
不
確
實
で
も
あ
る
。「
し
」
と
い
ふ
日
本
語
を
お
ぼ
え
る
機
會
は
小
學
校
の
何 

年
ま
で
に
何
囘
あ
る
か
。
さ
う
い
ふ
計
算
が
國
語
讀
本
を
作
る
者
に
も
敎
へ
る
者
に
も
あ
ら
か
じ
め
わ
か 

つ
て
ゐ
る
の
が
本
當
で
あ
ら
う
。
無
限
に
ふ
え
て
行
く
名
詞
な
ど
と
ち
が
つ
て
、
助
詞
や
助
動
詞
に
は
限 

り
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
日
常
生
活
に
必
要
な
も
の
だ
け
は
豫
定
を
立
て
て
敎
へ
る
こ
と
が
出
來
る
。
讀
本 

で
は
漫
然
と
讀
ん
で
、
勘
(
カ
ン
)
で
意
味
を
と
ら
せ
て
お
い
て
、
一
語
一
語
は
文
法
の
時
間
に
ま
か
せ
る 

と
い
ふ
や
う
な
分
業
方
式
は
、
も
う
全
く
時
代
お
く
れ
で
あ
る
。 

 

先
生 

は 

庭 

に 

ゐ 

た 

 

先
生 

は 

庭 

に 

ゐ 

ま
し 

た 

 

か
う
し
て
「
ま
し
」
を
ゑ
ぐ
り
出
せ
ば
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
、
い
く
ら
子
供
で
も
考
へ
て
み
た
く
な 

る
。
敬
語
の
敎
育
の
必
要
不
必
要
な
ど
と
い
ふ
こ
と
よ
よ
り
も
、
現
に
存
在
し
て
ゐ
る
「
ま
し
」
と
い
ふ
日 

 



  

科
學
的
と
い
ふ
こ
と 

     

知
る
こ
と
の
樂
し
さ 

         

國
語
改
良
へ
の
根
本 

策 

   

第
三
の
し
ご
と 

    p.40 

本
語
が
何
を
意
味
す
る
か
の
自
覺
を
う
な
が
す
こ
と
は
、
路
傍
の
草
を
材
料
に
し
て
自
然
現
象
に
目
を
つ 

け
る
こ
と
を
敎
へ
る
の
と
同
じ
科
學
敎
育
で
あ
る
。
科
學
的
國
語
敎
育
な
ど
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
言
は
れ 

る
が
、
そ
れ
は
子
供
が
玩
具
を
こ
は
し
て
み
た
が
る
の
が
科
學
生
活
の
出
發
で
あ
る
と
い
ふ
の
と
同
じ
く 

一
語
一
語
に
分
解
す
る
と
い
ふ
作
業―

姿
勢
を
よ
く
し
て
朗
讀
す
る
こ
と
で
な
く―

手
で
一
語
一
語 

に
傍
線
を
つ
け
て
み
る
と
い
ふ
し
ご
と
か
ら
出
發
し
な
け
れ
ば
は
じ
ま
ら
な
い
。
か
う
い
ふ
作
業
を
小
學 

校
何
年
か
ら
や
ら
せ
る
が
よ
い
か
。
諸
外
國
で
は
い
つ
か
ら
文
法
を
敎
へ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
か
ら 

そ
れ
を
始
め
る
べ
き
か
。
こ
の
作
業
が
國
語
の
力
を
根
本
的
に
強
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
う
實 

驗
ず
み
で
あ
る
。 

 

た
だ
し
こ
の
興
味
が
出
て
く
れ
ば
、
現
代
假
名
遣
法
の
二
語
連
合
の
と
こ
ろ
が
崩
れ
て
來
る
。「
さ
か 

ず
き
」
と
書
か
せ
て
一
語
と
し
て
お
し
つ
け
て
お
い
て
も
、
や
が
て
「
さ
か
」「
つ
き
」
と
い
ふ
二
語
で 

あ
る
こ
と
を
知
る
日
が
來
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
現
代
假
名
遣
が
、
さ
う
い
ふ
知
識
の
進
み
を
妨
げ
る
た 

め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
な
い
以
上
、
少
し
も
困
つ
た
問
題
で
は
な
い
は
ず
だ
。「
お
の
づ
か
ら
」
と
い
ふ 

言
葉
の
妙
味
も
「
お
の
づ
か
ら
」
と
分
解
し
て
味
は
ふ
や
う
に
な
れ
ば
本
當
に
よ
く
わ
か
る
。「
志
」
が 

「
心
指
し
」
と
い
ふ
二
語
だ
と
知
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
と
思
ふ
。
こ
の
欒
し
さ
を
何
と
す
る
。「
さ
も
あ
ら 

ば
あ
れ
」
な
ど
と
い
ふ
言
葉
も
、
本
當
に
よ
く
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
さ 
も 

あ
ら 

ば 

あ
れ 

と
す 

る
と
こ
ろ
か
ら
出
發
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
必
要
は
無
い
と
い
ふ
國
語
敎
育
意
見
が 

成
り
立
つ
な
ら
、
毛
蟲
が
ど
こ
で
呼
吸
す
る
か
な
ど
と
い
ふ
知
識
を
與
へ
る
こ
と
も
不
必
要
視
せ
ら
れ
る 

は
ず
で
あ
る
。「
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
」
と
い
ふ
高
級
な
言
葉
を
自
分
で
使
ふ
前
に
は
、
本
當
の
意
味
を
知 

つ
て
お
き
た
い
と
思
ふ
の
が
、
自
分
の
言
葉
に
責
任
を
持
つ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
紳
士
の
當
然
の
要
求
で
、

本
當
の
意
味
を
知
ら
ぬ
言
葉
を
ウ
ロ
オ
ボ
エ
に
使
わ
な
い
と
い
ふ
覺
悟
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
え
ら
さ
う 

な
言
葉
を
崇
拝
す
る
根
性
を
た
た
き
な
ほ
し
て
、
國
語
の
正
し
い
發
達
を
期
す
る
た
め
に
も
必
要
な
、
國 

語
敎
育
の
根
本
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
そ
ん
な
理
屈
は
と
か
く
、
分
解
出
來
る
か
ど
う
か
や
つ
て
み
る
と
面 

白
い
。
自
分
の
出
來
な
い
程
度
が
よ
オ
ổ
く
わ
か
る
。 

 

第
三
段
は
文
語
古
文
の
場
合
で
あ
る
。 

 

サ
ウ 

マ
ア 

ア
ル 

ナ
ラ 

命
令
(
サ
ウ
ア
レ
) 

 
 

さ 
 

も 
 

あ
ら 

 

ば 
 

あ
れ 

と
い
ふ
呼
吸
で
文
語
と
口
語
と
を
一
つ
一
つ
對
照
さ
せ
て
み
る
練
習
で
あ
る
。
こ
れ
は
生
徒
よ
り
も
敎 

師
自
身
が
自
分
の
平
素
の
解
釋
が
原
文
よ
り
も
ど
の
位
多
く
の
語
數
を
費
す
か
と
い
ふ
こ
と
を
反
省
し
て 

 



 

煮
え
き
ら
ぬ
態
度 

         

若
い
者
の
頭 

  

無
理
な
注
文 

  

第
四
の
し
ご
と 

 

幾
何
と
探
偵
談 

        p.42 

み
る
方
法
と
し
て
、
敎
師
自
身
に
試
み
ら
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ほ
ど
恐
し
か
り
し
こ
と
は
な
か
り
き 

か
う
い
ふ
問
題
に
對
し
て 

 
(
１
) 

コ
ン
ナ
ニ
恐
シ
イ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ツ
タ 

 

(
２
) 

コ
ン
ナ
ニ
恐
シ
カ
ツ
タ
コ
ト
ハ
ナ
イ 

 

(
３
) 
コ
ン
ナ
ニ
恐
シ
カ
ツ
タ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ツ
タ 

と
い
ふ
三
つ
の
答
案
が
あ
る
場
合
、
ど
れ
を
よ
し
と
す
る
か
採
點
者
と
し
て
の
態
度
を
き
め
て
み
る
必
要 

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
れ
で
も
似
に
や
う
な
も
の
だ
と
い
ふ
態
度
の
許
さ
れ
ぬ
場
合
、
ど
れ
を
甲
と
し
、 

ど
れ
を
丙
と
す
る
か
で
あ
る
。 

 

中
學
生
な
ど
に
英
語
や
數
學
よ
り
も
國
語
が
輕
視
さ
れ
る
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
か
う
い
ふ
と 

こ
ろ
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
國
語
の
時
間
に
は
少
な
す
ぎ
る
こ
と
が
、
そ
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ 

る
。
若
い
頭
脳
は
不
透
明
な
も
の
を
嫌
ふ
。
ド
チ
ラ
デ
モ
ヨ
イ
デ
セ
ウ
な
ど
と
い
ふ
煮
え
切
ら
ぬ
態
度
に 

は
つ
い
て
來
な
い
。「
世
界
に
誇
る
べ
き
國
寶
で
あ
る
」
と
い
ふ
文
を
、「
あ
ら
ゆ
る
國
に
む
か
つ
て
自 

慢
す
べ
き
大
事
な
國
の
た
か
ら
も
の
で
あ
る
」
と
解
釋
し
て
ゐ
る
敎
師
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
が 

ま
づ
い
。
一
番
大
切
な
「
べ
き
」
に
觸
れ
ず
に
、
世
界
だ
の
國
寶
だ
の
に
語
數
を
費
し
て
ゐ
る
。
か
う
い 

ふ
こ
と
で
國
語
科
を
數
學
や
英
語
と
同
じ
く
權
威
あ
ら
し
め
よ
う
な
ど
と
い
ふ
の
は
、
歩
い
て
汽
車
よ
り 

早
く
到
着
す
る
方
法
を
考
へ
る
や
う
な
も
の
で
、
無
理
な
注
文
で
あ
る
。 

 

第
四
段
は
文
脈
を
た
ど
る
練
習
で
あ
る
。
探
偵
談
を
好
む
子
供
な
ら
幾
何
學
を
好
む
頭
を
も
つ
て
ゐ
る 

は
ず
だ
。
幾
何
が
好
き
な
子
供
な
ら
、
や
り
や
う
に
よ
つ
て
、
國
語
の
時
間
に
も
そ
れ
と
同
じ
た
の
し
み 

の
あ
る
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う
。
前
に
あ
げ
た
。 

 

高
山
に
の
ぼ
り
仰
ぎ
見
高
山
の
高
き
知
る
て
ふ
言
の
よ
ろ
し
さ 

と
い
ふ
歌
の
解
に
し
て
も
、(
二
七
頁
參
照
)「
の
ぼ
る
」「
仰
ぎ
見
る
」「
知
る
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉 

に
對
し
て
、「
誰
が
、
い
つ
、
ど
こ
へ
、
何
を
、
ど
の
や
う
に
」、
と
い
ふ
必
要
条
件
を
さ
が
す
探
偵
眼
を 

働
か
せ
な
い
か
ら
、
と
ん
で
も
な
い
解
釋
を
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
主
語
・
述
語
・
修
飾
語
の
關
係
を 

た
ど
る
こ
と
と
幾
何
の
問
題
を
考
へ
る
こ
と
と
は
同
じ
頭
の
働
き
で
あ
る
。
こ
の
練
習
を
す
る
こ
と
が
第 

四
段
の
し
ご
と
で
あ
る
。 

 

一
讀
し
て
全
體
の
意
味
の
わ
か
る
人
も
、
頭
の
中
で
は
こ
の
四
段
の
し
ご
と
が
、
す
ば
や
く
行
は
れ
て 

ゐ
る
の
で
あ
る
。
ご
れ
は
誰
に
と
つ
て
も
文
意
の
理
解
に
到
達
す
る
に
必
要
な
順
序
で
あ
る
。 

 



 

國
語
に
見
識
の
立
つ 

國
民
を
作
れ 

         

話
の
泉
と
國
語
敎
師 

           

自
信
の
あ
る
國
民
を

作
る
道 

  p.44 

 

以
上
四
段
の
し
ご
と
を
國
語
敎
育
に
く
り
か
へ
す
こ
と
は
、
國
語
科
を
英
語
科
の
や
う
に
數
理
科
の
や 

う
に
扱
ふ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
解
剖
に
あ
た
り
機
械
の
分
解
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
國
語
科
だ
け
が 

さ
う
い
ふ
も
の
と
別
に
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
精
神
的
な
學
科
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
が
ど
こ
に
あ
る 

か
。
國
語
を
単
な
る
語
學
科
の
位
置
に
下
げ
て
考
へ
る
こ
と
が
出
來
ぬ
の
は
文
學
興
奮
症
と
い
ふ
ノ
ボ
セ 

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
國
語
抖
は
日
本
語
科
で
あ
の
る
。
今
後
の
國
語
敎
育
は
こ
の
自
覺
の
道
を
進
ま
な
け 

れ
ば
い
け
な
い
。
い
か
な
る
言
葉
を
え
ら
び
、
い
か
な
る
書
き
方
を
え
ら
ぶ
か
に
つ
い
て
根
本
的
な
見
識 

の
立
つ
國
民
を
一
日
も
早
く
一
人
で
も
多
く
す
る
こ
と
が
國
語
敎
育
の
し
ご
と
で
あ
る
。
國
語
國
字
問
題 

も
そ
の
上
で
な
い
と
自
然
な
解
決
は
得
ら
れ
な
い
。
日
本
語
に
對
し
て
明
か
な
見
識
の
あ
る
國
民
を
作
る 

こ
と
が
今
後
の
國
語
敎
育
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。 

  
 

九 

今
後
の
國
語
敎
育 

 

「
話
の
泉
」
と
い
ふ
こ
と
が
流
行
す
る
。
豐
富
な
常
識
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
誰
に
と
つ
て
も
好
ま
し 

い
。
何
で
も
知
つ
て
ゐ
る
人
。
文
部
省
か
ら
出
た
國
語
敎
科
書
を
見
る
と
、
國
語
敎
師
に
は
、
そ
の
「
話 

の
泉
」
的
な
知
識
が
必
要
か
と
思
は
れ
る
。
詩
が
あ
り
、
シ
ナ
リ
オ
が
あ
る
。
芭
蕉
が
出
て
く
る
。
ヘ
ỿ 

セ
が
出
る
。
気
の
弱
い
國
語
敎
師
な
ら
、
こ
の
「
雜
誌
‼
」
を
前
に
お
い
て
辞
表
で
も
書
き
さ
う
だ
。
國 

語
敎
師
が
も
し
「
そ
ん
な
物
知
り
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
し
た
ら
、
練
達
の
編
輯
者
か
記
者
で
な
け
れ
ば 

つ
と
ま
る
ま
い
。「
國
語
敎
育
に
お
い
て
は
例
を
ど
れ
だ
け
敎
え
れ
ば
い
い
か
」
と
い
ふ
限
界
が
な
け
れ
ば 

ば
誰
で
も
疲
れ
て
し
ま
ふ
。
他
學
科
は
大
抵
そ
れ
が
明
か
に
な
つ
て
ゐ
る
。 

 

國
語
敎
育
は
日
本
語
敎
育
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
、
忘
れ
る
と
い
ふ
よ
り
も
そ
れ
を
輕
視
し
て 

文
學
的
な
哲
學
的
な
ハ
イ
カ
ラ
荷
物
を
持
ち
込
み
す
ぎ
た
。
國
語
の
發
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
が
英
語
の
や
う 

に
熱
心
に
指
導
せ
ら
れ
矯
正
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
餘
り
見
た
こ
と
が
な
い
。
自
國
語
だ
か
ら
と
い
ふ
か
も
し 

れ
ぬ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
そ
一
層
た
し
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
果
、
お
よ
そ
言
葉
に
つ
い
て
質 

問
さ
れ
る
と
妙
に
自
信
の
無
い
ハ
ニ
カ
ミ
ヤ
が
多
い
。
日
本
語
が
世
界
的
に
す
ぐ
れ
た
⾧
所
を
多
く
持
つ 

て
ゐ
る
と
か
、
假
名
文
字
は
立
派
な
發
明
だ
と
か
い
ふ
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
敗
戰
前
の
日
本
に
だ
け
通
用 

し
た
國
粹
論
で
は
な
い
か
な
ど
と
、
あ
ぶ
な
げ
な
顔
を
す
る
者
さ
え
あ
る
。
今
後
の
國
語
敎
育
は
、
ま
づ 

か
う
い
ふ
狀
態
を
た
た
き
な
ほ
す
こ
と
を
大
切
な
し
ご
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ハ
キ
ハ
キ
と
物
の
言 

へ
る
、
キ
ガ
ル
に
物
の
書
け
る
國
民
を
作
る
の
が
國
語
敎
育
の
し
ご
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
國
語
と
十
分 
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に
馴
れ
親
し
ん
だ
國
民
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
ボ
ổ
ル
を
中
心
に
多
く
の
子
供
が
活
潑
に
遊 

ぶ
や
う
に
、
國
語
と
さ
ん
ざ
ん
遊
ぶ
國
語
の
時
間
を
現
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
遊
び
の
順
序
方 

法
と
し
て
、
以
上
の
四
段
の
し
ご
と
を
く
り
か
へ
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
こ
れ
が
十
分
出
來
る
生
徒
を
作
れ 

ば
、
國
語
敎
師
の
責
任
は
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
國
語
敎
育
の
責
任
の
限
界
で
あ
る
。
そ
れ
以 

上
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
出
來
な
け
れ
ば
望
ま
な
い
。
國
語
敎
師
が
ど
う
し
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
範 

圍
と
、
気
輕
に
「
そ
れ
は
知
ら
ん
よ
」
と
言
つ
て
い
い
部
分
と
を
明
瞭
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
敎
材
に
出 

て
く
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
明
快
に
説
明
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ど
と
考
へ
た
ら
、
疲
れ
て
し
ま
ふ
ば
か
り 

で
な
く
、
知
つ
た
か
ぶ
り
の
偽
善
と
な
る
部
分
が
出
て
く
る
。
國
語
科
は
英
語
科
と
同
じ
く
コ
ト
バ
を
敎 

へ
る
學
科
で
あ
る
。
こ
の
自
覺
が
今
後
の
國
語
敎
育
の
土
臺
で
あ
る
と
信
じ
る
。
過
去
も
實
は
さ
う
で
な 

け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
敗
戰
の
責
任
を
自
覺
す
べ
き ＊

で
あ
る
と
す 

る
な
ら
、
國
語
科
の
責
任
は
、
そ
こ
を
輕
視
し
た
た
め
、
國
民
の
見
識
を
高
め
る
た
め
當
然
役
立
つ
べ
き 

理
性
的
な
學
習
態
度
を
學
ば
し
め
な
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。 

 

國
文
法
と
い
ふ
言
葉
を
國
語
法
と
改
め
る
が
い
い
。
工
夫
の
た
り
な
い
國
文
法
敎
育
、
そ
こ
か
ら
國
語 

敎
育
の
無
気
力
、
ウ
ソ
が
は
じ
ま
る
。
日
本
の
言
葉
を
ボ
ổ
ル
に
し
て
遊
ぶ
時
間
が
文
法
の
時
間
、
卽
ち 

國
語
の
時
間
で
あ
る
。
肺
や
心
臓
の
存
在
を
敎
へ
ら
れ
る
時
が
來
る
や
う
に
、
自
分
の
コ
ト
バ
に
つ
い
て 

知
る
時
が
來
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
文
學
者
氣
取
り
の
哲
學
者
じ
み
た
お
も
も
ち
を
し
た
キ
レ
イ
シ
ゴ
ト 

を
や
め
て
、
機
械
の
分
解
組
立
に
似
た
油
じ
み
た
作
業
に
つ
け
。
き
ら
は
れ
も
の ＊ 
で
通
つ
て
來
た
語
法 

敎
育
を
面
白
い
も
の
と
す
る
工
夫
、
⾧
い
こ
と
す
て
て
お
い
た
こ
の
問
題
に
と
り
か
ゝ
る
こ
と
が
今
後
の 

國
語
敎
師
の
つ
と
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
昔
な
が
ら
の
文
法
敎
育
の
提
唱
と
思
ふ
も
の
は
國
語
敎
育
の
わ
か 

ら
ぬ
人
で
あ
る
。 

 

ガ
ツ
チ
リ
し
た
國
民
を
作
る
し
ご
と
、
今
後
の
國
語
敎
育
は
そ
の
カ
タ
ボ
ウ
を
か
つ
ぐ
も
の
で
な
け
れ 

ば
な
ら
ぬ
。 

  


