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一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
副
詞
﹁
全
然
﹂
に
つ
い
て
小
考
を
示
し
て
き

た
が
、
こ
の
間
、
そ
れ
に
対
し
て
、
直
接
・
間
接
に
意
見
や
資
料
、

情
報
を
い
た
だ
く
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
拙
稿
で
は
、

そ
う
し
た
学
恩
を
受
け
て
再
考
し
た
内
容
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
呼
応
の
﹁
迷
信
﹂
の
発
生
時
期
に
つ
い
て

ま
ず
、﹁
全
然
﹂
の
呼
応
に
関
す
る
﹁
迷
信
﹂
の
発
生
時
期
に
つ

い
て
、
新
た
な
コ
ラ
ム
の
掲
示
を
し
た
う
え
で
考
え
る
と
こ
ろ
を

述
べ
る
。

二
︱
一
　
従
来
説

﹁
全
然
﹂
は
﹁
下
に
必
ず
打
消
を
伴
な
う
﹂︵
金
田
一
京
助
編

﹃
辞
海
﹄
昭
和
二
七
年
五
月
一
日
初
版
　
三
省
堂
︶
と
い
う
言
説
が

﹁
迷
信
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
少
な
く
と
も
研
究
者
の

間
で
は
周
知
の
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
迷
信
﹂
の
発

生
時
期
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
論
考
は
必
ず
し
も
多
く
は
な

い
。筆

者
は
か
つ
て
そ
の
点
に
つ
い
て
、﹁
昭
和
10
年
代
末
か
ら
昭
和

20
年
代
末
の
間
に
発
生
し
て
き
た
も
の
と
見
ら
れ
る
﹂
と
述
べ

︵
梅
林
︵
一
九
九
五
︶
五
〇
頁
︶、
さ
ら
に
そ
の
後
、
梅
林
︵
二
〇

〇
〇
︶
に
お
い
て
、﹁
世
間
は
、
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の
発
す
る
あ
る
い

は
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の
ま
ね
を
し
て
発
せ
ら
れ
る
﹁
全
然
エ
ラ
イ
﹂

な
ど
を
批
判
す
る
た
め
に
、
当
時
の
﹁
全
然
﹂
に
つ
い
て
の
言
語

事
実
︱
肯
定
表
現
を
伴
う
用
法
も
あ
り
は
す
る
が
、
し
か
し
、
打

﹁
全
然
﹂
再
考
　
︱
迷
信
、
ア
プ
レ
、
前
提
の
否
定
な
ど
︱

梅
林
　
博
人



ち
消
し
や
否
定
的
表
現
を
伴
う
用
法
の
ほ
う
が
や
は
り
主
流
で
あ

る
と
い
う
事
実
︱
か
ら
、
批
判
に
役
立
つ
よ
う
に
そ
の
内
容
を
取

捨
し
て
、﹁﹃
全
然
﹄
は
必
ず
否
定
を
伴
う
﹂
と
い
う
批
判
用
の
決

ま
り
文
句
を
導
き
だ
し
﹂︵
六
四
頁
︶
た
と
述
べ
た
。
後
者
梅
林

︵
二
〇
〇
〇
︶
は
、
次
の
①
～
④
の
事
項
を
勘
案
す
る
と
、
必
然
的

に
、﹁
迷
信
﹂
の
具
体
的
な
発
生
時
期
は
昭
和
二
五
年
前
後
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

①
﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
︵
無
軌
道
な
戦
後
世
代
︶﹂
が
流
行
語
と
な
っ

た
の
は
昭
和
二
二
、
三
年
で
あ
る
。

②
﹁
全
然
、
肉
體
派
ね
﹂︵﹃
自
由
学
校
﹄
昭
和
二
五
年
︶、﹁
ア
プ

レ
ゲ
ー
ル
は
全
然
エ
ラ
イ
よ
﹂︵﹃
安
吾
巷
談
﹄
昭
和
二
五
年
︶

な
ど
の
実
例
が
存
在
す
る
。

③
﹁
た
と
え
ば
﹁
到
底
﹂
や
﹁
全
然
﹂
な
ど
を
、﹁
到
底
よ
い
﹂

﹁
全
然
あ
る
﹂
な
ど
と
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
一
定

の
呼
応
を
必
要
と
す
る
副
詞
の
種
類
を
た
て
る
こ
と
は
で
き

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。﹂︵﹃
新
制
中
学
国
文
法
口
語
編
教
授
参

考
書
﹄
昭
和
二
五
年

星
野
書
店
　
八
七
頁
　
梅
林
︵
一
九

九
五
︶
四
五
頁
で
既
述
︶
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

④
﹃
辞
海
﹄︵
昭
和
二
七
年
︶
に
は
﹁
下
に
必
ず
打
消
を
伴
な
う
﹂

と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、﹁
全
然
﹂
の
用
法
の
変
遷
を
調
査
し
た
尾
谷
︵
二

〇
〇
六
︶
は
、
そ
の
調
査
結
果
か
ら
、

﹁“
全
然
”は
否
定
表
現
と
呼
応
す
る
も
の
だ
﹂
と
い
う

︿
迷
信
﹀
は
こ
の
時
期
︵
否
定
と
の
呼
応
が
全
用
例
数
の
六
割

以
上
と
な
る
一
九
三
〇
年
代
以
降
︱
補
梅
林
︶
に
定
着
し
始

め
た
と
見
て
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
梅
林

︵
二
〇
〇
〇
︶
に
よ
る
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
批
判
説
よ
り
も
若
干
早

い
時
期
か
ら
︿
迷
信
﹀
は
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

︵
一
九
頁
、
原
文
横
書
き
︶。

と
い
う
よ
う
な
新
た
な
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

二
︱
二
　
肯
定
話
法
の
発
祥
に
ふ
れ
る
コ
ラ
ム

筆
者
は
、
こ
う
し
た
尾
谷
説
を
受
け
て
、
近
年
、﹁
迷
信
﹂
の
具

体
的
な
発
生
時
期
を
再
検
討
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

﹁
全
然
﹂
の
肯
定
話
法
の
発
祥
に
つ
い
て
ふ
れ
る
コ
ラ
ム
﹁
落
語
の

す
す
め
﹂
を
見
出
す
に
至
っ
た
。
従
来
、
諸
論
考
で
は
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
資
料
と
目
さ
れ
る
の
で
、
や
や
長
く
な
る
が
、
以
下
に

そ
の
全
文
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

去
年
の
は
な
し
で
鬼
が
ク
シ
ャ
ミ
で
も
し
そ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
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ド
だ
が
東
京
都
の
教
育
研
究
員
に
よ
る
国
語
科
の
研
究
集
会
が

白
鷗
高
校
で
ひ
ら
か
れ
た
と
き
、
質
問
に
立
っ
た
ひ
と
り
の

教
師
が
生
徒
た
ち
の
日
常
会
話
に
ふ
れ
て
、
ほ
ん
ら
い
打
消

し
の
場
合
だ
け
に
使
わ
れ
る
は
ず
の
﹁
全
然
﹂
と
い
う
副
詞

を
、
ち
か
ご
ろ
の
生
徒
た
ち
は
、
た
と
え
ば
全
然
イ
カ
ス
、

全
然
美
し
い
な
ど
と
肯
定
に
使
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
用

法
に
つ
い
て
研
究
者
諸
賢
の
見
解
い
か
ん
と
述
べ
た
そ
う
で

あ
る
。

さ
っ
そ
く
活
発
な
論
議
が
ゆ
き
か
い
、
ま
こ
と
に
学
の
あ
る

と
こ
ろ
が
開
陳
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
カ
ン
ジ
ン
な
問
題
︱
﹁
全

然
﹂
が
い
つ
頃
か
ら
肯
定
に
使
わ
れ
だ
し
た
か
と
い
う
歴
史
的

考
案
に
つ
い
て
は
誰
ひ
と
り
セ
ン
サ
ク
す
る
者
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
某
商
業
高
校
の
教
頭
を
つ
と
め
る

落
語
通
の
池
上
信
一
で
あ
る
。
池
上
は
第
一
回
講
談
倶
楽
部

賞
を
う
け
た
こ
と
の
あ
る
作
家
だ
け
に
、﹁
全
然
﹂
の
肯
定
話

法
発
祥
に
つ
い
て
も
知
識
が
あ
っ
た
わ
け
だ
。
昭
和
十
六
年

五
月
末
に
、
並
木
一
路
、
内
海
突
破
の
漫
才
が
東
宝
名
人
会

に
出
場
、
い
か
に
し
て
丸
の
内
人
種
を
ひ
き
つ
け
る
か
を
考

え
た
あ
げ
く
﹁
全
然
﹂
を
肯
定
で
使
用
す
る
ト
ン
チ
ン
カ
ン

な
話
法
を
創
案
し
、
ま
た
た
く
う
ち
に
こ
の
話
法
が
流
行
語

と
な
っ
て
日
本
じ
ゅ
う
に
伝
わ
っ
た
。
そ
の
際
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ

ジ
オ
が
果
し
た
役
割
は
無
視
で
き
な
い
。

池
上
信
一
の
説
明
に
研
究
者
た
ち
は
た
だ
眼
を
丸
く
す
る

ば
か
り
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
と
き
の
感
想
を
彼
が
、
勤

務
先
の
﹁
研
究
論
集
﹂
に
執
筆
し
て
い
る
の
を
さ
い
き
ん
読

ん
だ
。

彼
は
芸
能
通
ら
し
く
夏
目
漱
石
の
名
作
﹁
坊
ち
ゃ
ん
﹂
の

表
現
に
ひ
そ
む
落
語
性
を
ほ
り
お
こ
し
い
か
に
も
お
も
し
ろ

い
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
い
い
た
い
の

は
、
現
代
国
語
教
育
や
文
学
鑑
賞
に
、
意
外
な
エ
ァ
ポ
ケ
ッ

ト
が
ひ
そ
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
実
感
で
あ
る
。
国
語
教

育
者
へ
の
﹁
落
語
の
す
す
め
﹂
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

︵
尾
崎
秀
樹
︵
一
九
七
八
︶
一
八
七
頁
　
﹁
落
語
の
す
す

め
﹂
一
九
六
六
年
二
月
二
八
日
付
︶

池
上
信
一
の
勤
務
校
と
さ
れ
て
い
る
﹁
某
商
業
高
校
﹂
は
東
京

都
立
第
四
商
業
高
等
学
校
で
、﹁
そ
の
と
き
の
感
想
を
彼
が
、
勤
務

先
の
﹁
研
究
論
集
﹂
に
執
筆
し
て
い
る
﹂
に
つ
い
て
は
、
池
上
信

一
︵
一
九
六
六
︶﹁
名
作
﹁
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹂
の
落
語
性
︱
そ
の
文
例

と
典
拠
に
つ
い
て
﹂
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
そ
の
他
芸

能
関
係
の
時
事
項
目
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
認
が
不
十
分
で
あ
る
。
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た
だ
、﹁
白
鷗
高
校
﹂﹁
昭
和
十
六
年
五
月
﹂﹁
並
木
一
路
、
内
海

突
破
﹂﹁
東
宝
名
人
会
﹂﹁
池
上
信
一
﹂
と
い
う
具
体
的
な
内
容
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
並
木
・
内
海
の
芸
能
活
動
の
時
期
が
符

合
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
文
章
を
単
な
る
誤
報
と
し
て

処
理
す
る
こ
と
も
た
め
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
現
時
点
で
は
、
今

後
事
実
確
認
が
必
要
な
補
助
資
料
と
し
て
見
る
こ
と
に
し
て
お
き

た
い
。

二
︱
三
　
新
た
な
疑
問
お
よ
び
戦
前
発
生
説
へ
の
対
応

さ
て
、
こ
う
し
た
コ
ラ
ム
の
内
容
に
先
の
尾
谷
説
を
加
味
し
て

み
る
と
、﹁“
全
然
”は
否
定
表
現
と
呼
応
す
る
も
の
だ
﹂
と
い
う

﹁
迷
信
﹂
は
、
す
で
に
昭
和
十
年
代
に
は
存
在
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
も
く
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
察
の
進
展
も
期
待
さ
れ
る
一
方
で
、

次
の
よ
う
な
疑
問
も
ま
た
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
す
で
に
先
行
諸
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
昭
和
戦
前
に
は
、
明
治
、
大
正
の
流
れ
を
く
む
、
い
わ

ゆ
る
伝
統
的
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
う
な
る
と
、
そ
の
伝
統
的
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
の
使
用
者
︵
そ
れ

は
相
応
た
る
大
人
︶
は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
の
下
で
そ
の
表
現
を

用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。﹁“
全
然
”は
否
定
表
現
と
呼
応
す

る
も
の
だ
﹂
と
い
う
意
識
と
の
間
に
矛
盾
を
感
じ
つ
つ
、
伝
統
的

﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
を
使
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

か
。尾

谷
︵
二
〇
〇
六
︶
は
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
、﹁
当
時
の

﹁
全
然
﹂
は
﹁
ぜ
ん
ぜ
ん
﹂
と
発
音
さ
れ
て
い
た
保
証
が
な
く
、

﹁
す
っ
か
り
﹂﹁
ま
る
で
﹂﹁
ま
る
き
り
﹂
の
当
て
字
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
た
事
例
も
あ
る
た
め
、
別
の
表
現
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。﹂︵
二
三
頁
﹁
注
１
﹂︶
と
い
う
見
解
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
解
釈
は
一
理
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
、

先
行
諸
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
昭
和
戦
前
の
伝
統
的
﹁
全
然
＋

肯
定
﹂
が
、
少
な
い
と
は
言
い
が
た
い
量
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て

に
つ
い
て
こ
の
説
明
を
与
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
も
ま
た
不
自
然

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

た
だ
、
筆
者
自
身
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
合

理
的
な
説
明
の
用
意
は
で
き
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、︿
当
時
の

大
人
た
ち
は
、
旧
来
的
用
法
と
し
て
あ
え
て
そ
の
表
現
を
使
用
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
古
風
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
重
み
な
ど
の
副
次
的
意
味

を
表
現
に
添
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹀
と
い
っ
た
推
察
の
域

を
出
な
い
粗
案
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
粗
案
の
み
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
先
の

コ
ラ
ム
の
事
実
確
認
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
尾
谷
︵
二
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〇
〇
六
︶
が
説
く
﹁
語
用
論
的
推
論
／
語
用
論
的
強
化
﹂
に
基
づ

く
﹁
迷
信
﹂
の
発
生
と
定
着
に
つ
い
て
は
、﹁
無
理
が
あ
る
よ
う
に

思
え
る
﹂︵
新
野
︵
二
〇
一
一
︶
二
〇
六
頁
︶
と
い
う
指
摘
も
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
現
時
点
で
は
、﹁
迷
信
﹂

の
戦
前
発
生
に
つ
い
て
は
容
認
を
控
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
　
流
行
語
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
と

ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の
関
係
に
つ
い
て

次
に
、
昭
和
二
〇
年
代
に
﹁
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
流
行
語

﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
は
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
が
使
用
し
て
い
た
﹂︵
梅
林

︵
二
〇
〇
〇
︶
六
八
頁
︶
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
︱
一
、
使
用
者
を
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
と
見
る
理
由

流
行
語
の
使
用
者
が
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う
卑
見
に
つ

い
て
は
、﹁

ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
で
あ
る
ユ
リ
ー
が
﹁“
全
然
”＋
肯
定
﹂

を
使
っ
て
い
る
こ
と
﹂
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、﹁﹁“
全

然
”＋
肯
定
﹂
が
﹁
ア
プ
レ
語
﹂
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
﹂

を
直
接
証
明
す
る
材
料
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。﹂︵
新
野

︵
二
〇
一
一
︶
二
〇
六
頁
、
原
文
横
書
き
︶

と
い
う
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
梅
林
︵
二
〇
〇
〇
︶
に
お
い
て
、﹃
安
吾

巷
談
﹄
の
文
章
か
ら
も
判
断
を
し
た
こ
と
を
書
き
漏
ら
し
て
い
た

の
で
、
こ
こ
で
ま
ず
そ
の
点
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
説

明
の
た
め
、﹃
安
吾
巷
談
﹄
の
一
部
を
次
に
引
用
す
る
。

夜
、
頭
を
か
っ
て
、
美
姫
に
対
面
に
赴
く
べ
き
や
。
朝
、

頭
を
か
っ
て
、
何
食
わ
ぬ
顔
。
会
社
へ
出
勤
す
べ
き
や
。
こ

こ
へ
遊
び
に
き
た
男
の
子
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
難
問
題
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
案
内
人
︵
文
春
の
誰
か
さ
ん
︶

は
ニ
ヤ
リ
と
笑
っ
て
言
い
ま
し
た
。
／
﹁
そ
れ
は
夜
か
る
べ
き

で
す
よ
。
オ
ー
ル
ナ
イ
ト
は
八
百
円
の
時
間
ま
で
、
頭
か
っ

て
ま
っ
て
る
で
す
。
オ
シ
ロ�
�

コ
は
胃
に
も
た
れ
る
し
、
ビ
ー

ル
は
高
い
し
、
頭
か
る
の
は
実
用
的
で
、
全
然
も
う
か
ッ
と

る
で
す
か
ら
﹂
／
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
は
全
然
エ
ラ
イ
よ
。︵﹃
安

吾
巷
談
﹄
田
園
ハ
レ
ム
　
引
用
は
﹃
底
本
坂
口
安
吾
全
集
第

九
巻
﹄
昭
和
45
年
冬
樹
社
、
一
二
七
頁
︶

こ
の
文
章
の
最
後
の
一
文
は
、
散
髪
に
つ
い
て
﹁
実
用
的
﹂
な
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考
え
方
を
す
る
歓
楽
地
の
案
内
人
を
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
と
見
な
し
、

そ
の
案
内
人
の
﹁
全
然
も
う
か
ッ
と
る
﹂
と
い
う
表
現
を
受
け
て
、

安
吾
が
﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
は
全
然
エ
ラ
イ
よ
﹂
と
述
べ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
つ
ま
り
、
安
吾
は
、﹁
全
然

も
う
か
ッ
と
る
﹂
と
い
う
表
現
の
使
用
者
を
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
︵
戦

後
世
代
︶
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
事
と
ユ
リ
ー

が
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
を
使
っ
て
い
た
こ
と
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、

梅
林
︵
二
〇
〇
〇
︶
で
は
﹁
流
行
語
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
は
ア
プ
レ

ゲ
ー
ル
が
使
用
し
て
い
た
﹂
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
で
も
ま
だ
﹁
直
接
証
明
す
る
材
料
﹂
と
は
言

い
難
い
か
ら
、
新
野
氏
の
指
摘
は
謙
虚
に
受
け
止
め
る
が
、
こ
こ

で
は
複
数
の
要
素
か
ら
の
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
補
足
し
て

お
き
た
い
。

三
︱
二
　
子
供
に
対
す
る
教
育
的
な
思
慮

な
お
、
こ
の
﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
が
使
用
し
て
い
た
﹂
と
い
う
言

い
回
し
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
点
、
考
え
直
し
て
み
た
い
こ
と
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

戦
後
直
後
の
流
行
語
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
が
、
あ
た
か
も
ア
プ
レ
ゲ
ー

ル
に
よ
る
案
出
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
専
用
表
現
で

あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
誤
解
を
招
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

で
あ
る
。

筆
者
自
身
は
当
初
か
ら
、﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
も
用
い
て
い
た
が
、

そ
の
流
行
語
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
広
く
一
般
の
若
者
や

子
供
た
ち
に
も
普
及
し
て
い
た
﹂
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
が
、

梅
林
︵
二
〇
〇
〇
︶
で
は
、
日
大
ギ
ャ
ン
グ
事
件
な
ど
と
関
連
さ

せ
て
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
犯
罪
を
犯
す
よ
う
な
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
の

み
が
用
い
て
い
た
、
ま
た
は
、
流
行
語
の
使
用
者
は
犯
罪
を
起
こ

し
う
る
年
齢
に
達
し
た
若
者
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
ま

っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

当
時
の
大
人
た
ち
が
懸
念
し
た
の
は
、
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
に
よ
る

流
行
語
の
使
用
よ
り
も
、
さ
ら
に
若
い
、
次
代
の
担
い
手
で
あ
る

子
供
た
ち
に
よ
る
流
行
語
の
頻
用
と
そ
れ
に
よ
る
低
俗
化
で
あ
ろ

う
。
そ
の
危
惧
は
、
次
の
よ
う
な
新
聞
コ
ラ
ム
か
ら
も
う
か
が
え

る
。

﹁
女
性
の
声
﹂
　
ア
ジ
ャ
パ
ー
と
子
供
　
気
に
か
ゝ
る
流
行

語
の
反
応
　
▽
“
ア
ジ
ャ
パ
ー
”
最
近
う
ち
の
こ
ど
も
た
ち

が
得
意
そ
う
に
こ
の
言
葉
を
使
い
ま
す
の
で
そ
の
意
味
を

き
ゝ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
が
使
う
か
ら
ぼ
く
も
使
う
の

だ
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
単
な
る
流
行
語
で
、
こ

の
言
葉
に
も
何
の
よ
り
ど
こ
ろ
も
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
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か
ら
、
こ
ど
も
は
自
然
な
答
え
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。
で
も

こ
ど
も
た
ち
は
物
ご
と
に
失
敗
し
た
と
き
や
、
小
言
を
い
わ

れ
た
と
き
に
使
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。︻
中
略
︼
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
ま
す
ま
す
あ
き
ら
め
の
気
持
を
増
長
さ
せ
る
危
険
性

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。︻
後
略
︼︵
読
売
新
聞
　
昭
和
二
八
年

五
月
二
八
日
朝
刊
五
頁
︶　

岩
淵
悦
太
郎
﹁
流
行
語
﹂︵﹃
言
語
生
活
﹄
昭
和
二
八
年
一
二
月

号
、
梅
林
︵
二
〇
〇
〇
︶
六
七
～
八
頁
で
引
用
︶
に
も
、﹁
気
を
つ

け
た
い
こ
と
は
、
こ
う
い
う
流
行
語
を
、
子
供
が
ど
こ
か
ら
学
ん

で
く
る
か
で
あ
り
、
ど
う
い
う
心
理
で
用
い
る
か
で
あ
る
。︻
中

略
︼
も
し
不
健
康
な
生
活
に
子
供
が
接
触
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

流
行
語
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
な
ら
、
子
供
の
生
活
指
導
が
大

切
で
あ
る
。﹂
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
文
章
か
ら
う
か
が
え
る
、
い

つ
の
時
代
に
も
存
在
す
る
大
人
た
ち
の
子
供
に
対
す
る
教
育
的
な

思
慮
を
考
え
る
と
、
流
行
語
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂
へ
の
批
判
の
背
景

に
は
、﹁
無
軌
道
な
若
者
︵
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
︶
も
用
い
る
よ
う
な
流

行
語
を
子
供
た
ち
が
頻
用
す
る
様
子
を
見
る
と
そ
の
将
来
が
案
じ

ら
れ
る
﹂
と
い
う
思
考
を
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
が
用
い
て
い

た
﹂
と
い
う
言
い
回
し
は
言
葉
が
足
り
ず
、
そ
の
使
用
者
に
関
し
て

は
、
む
し
ろ
﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
が
用
い
て
い
た
よ
う
な
流
行
語
﹁
全

然
＋
肯
定
﹂
を
、
子
供
た
ち
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
﹂

と
で
も
述
べ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
う
え
で
、
今
日
で
は
有
名
と
な
っ
た
小
堀
杏
奴
の
﹁
近
頃

気
に
な
る
の
は
よ
く
、﹁
全
然
よ
く
出
来
る
の
。﹂
式
の
言
葉
を
使

ふ
事
で
あ
る
。﹁
全
然
﹂
と
は
否
定
の
意
味
で
あ
っ
て
、﹁
全
然
出

来
な
い
。﹂
と
か
﹁
全
然
駄
目
だ
。﹂
と
云
ふ
の
な
ら
わ
か
る
が
、

こ
れ
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
︵﹁
思
ひ
出
﹂﹃
言
語
生
活
﹄
昭
和
二

八
年
三
月
︶
と
い
う
流
行
語
批
判
の
背
景
を
再
解
釈
し
て
み
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
﹁
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
へ
の
嫌
悪
感
で
満
ち
て
い
た
世

相
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
﹂︵
梅
林
︵
二
〇
〇
〇
︶
六
八

頁
︶
と
い
う
後
ろ
向
き
で
表
層
的
な
捉
え
方
よ
り
も
、
そ
の
も
う

一
歩
奧
に
あ
る
﹁
未
来
を
担
う
子
供
た
ち
を
健
全
に
育
む
た
め
の

思
慮
に
満
ち
た
世
相
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た

前
向
き
な
捉
え
方
を
す
る
方
が
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

四
　
﹁
前
提
の
否
定
﹂
と
い
う
解
釈
に
伴
う
課
題

四
︱
一
　
新
し
い
機
能
の
発
生
に
関
す
る
課
題

最
後
に
、
現
代
語
の
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂︵﹁
全
然
、
お
い
し
い
／
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お
も
し
ろ
い
／
い
い
﹂︶
の
文
法
的
機
能
を
﹁
前
提
を
否
定
す
る
﹂

と
解
釈
す
る
場
合
の
課
題
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
み
た
い
。

す
で
に
新
野
︵
二
〇
一
一
︶
が
、﹁
先
行
文
献
で
は
、﹁
相
手
の

予
想
や
発
言
内
容
な
ど
、
何
ら
か
の
前
提
と
な
る
事
柄
を
否
定
す

る
よ
う
な
文
脈
で
使
わ
れ
る
﹂
と
の
指
摘
が
多
く
見
ら
れ
た
﹂︵
一

九
二
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
近
年
、
こ
う
し
た
文
法
的
解

釈
は
目
立
っ
て
き
て
お
り
、
類
似
の
見
解
は
、
足
立
︵
一
九
九

〇
︶、
有
光
︵
二
〇
〇
二
︶、
小
林
︵
二
〇
〇
四
︶、
田
中
︵
二
〇
〇

五
︶、
尾
谷
︵
二
〇
〇
六
︶、
尾
谷
︵
二
〇
〇
八
︶、
新
野
︵
二
〇
一

一
︶
と
い
っ
た
複
数
の
論
考
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
見
る
と
、
現
代
語
﹁
全
然
＋
肯
定
﹂

に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
見
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
、﹁
全
然
﹂
の
新
し
い
機

能
を
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
戸
惑
い
は
感
じ
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
課
題
が
な
い
の
か
と

言
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、﹁
で
は
、
そ

の
よ
う
な
機
能
は
、
い
つ
、
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生

し
て
き
た
の
か
。﹂
と
い
う
新
た
な
課
題
が
生
じ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
︱
二
　
課
題
に
対
す
る
見
通
し

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
新
し
い
課
題
に
つ
い
て
通

史
的
な
観
点
か
ら
報
告
す
る
論
考
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
は
研
究
上
の
今
後
の
課
題
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
自
身
に
も
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
十
分

な
論
述
を
す
る
準
備
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
一
つ
の

見
通
し
と
し
て
は
、﹁
Ａ
よ
り
Ｂ
が
全
然
⋮
。﹂
と
い
っ
た
比
較
表

現
が
、
そ
の
発
生
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
尾
谷
︵
二
〇
〇
八
︶
の
次
の
論

述
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

︵
11
︶　　ａ
．
??
キ
リ
ン
は
首
が
全
然
長
い
。

ｂ
．
??
昨
日
は
子
供
と
丸
一
日
遊
ん
だ
の
で
、
全
然
疲
れ

た
。

上
記
の
文
が
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の

発
話
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
文
脈
想
定
が
発
話
時
に
想
起

し
に
く
い
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
れ
ら
に

否
定
さ
れ
る
想
定
を
補
っ
て
や
れ
ば
容
認
文
と
な
る
。

︵
12
︶　　ａ
．
キ
リ
ン
は
首
は
、
人
間
な
ん
か
よ
り
も
全
然
長
い
。

ｂ
．
昨
日
は
子
供
と
丸
一
日
遊
ん
で
い
た
の
で
、
普
段
の

仕
事
な
ん
か
よ
り
全
然
疲
れ
た
。︵
一
〇
七
頁
︶
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こ
の
言
説
で
は
、︵
11
︶
を
比
較
表
現
に
す
る
こ
と
で
違
和
感
が

減
じ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
通
時
的
に
も
起

こ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
代
語
の
﹁
全
然
﹂
が
、﹁
何
ら
か
の
前
提
を

否
定
す
る
﹂
機
能
を
獲
得
し
、
そ
の
結
果
、
現
代
語
﹁
全
然
＋
肯

定
﹂
が
増
殖
し
、
そ
し
て
現
在
の
よ
う
に
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に

な
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
仮
説
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
戦

前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
比
較
表
現
の
使
用
実
態
で
あ
る
。
筆
者

は
、
戦
前
の
実
例
と
し
て
、

○
山
本
薩
夫
と
小
田
基
義
の
二
人
の
共
同
監
督
、
手
分
け
し
て
や
っ

た
の
で
あ
る
が
、
山
本
の
方
が
全
然
優
れ
て
ゐ
て
、
仕
事
も
早

い
し
頭
も
い
ゝ
。
小
田
は
、
と
て
も
頭
が
悪
く
て
、
将
来
が
無

い
。︵
昭
和
一
六
年
五
月
二
一
日
︶︹﹃
古
川
ロ
ッ
パ
昭
和
日
記

︵
戦
中
篇
︶﹄
二
〇
〇
七
年
　
晶
文
社
刊
︺

を
見
つ
け
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
実
例
の
量
的
推
移
を
確
認
し
て

い
く
こ
と
が
、﹁
全
然
﹂
の
新
た
な
機
能
の
発
生
を
考
え
る
う
え
で

の
手
が
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
、
副
詞
﹁
全
然
﹂
に
つ
い
て
、﹁
迷
信
﹂
の
発
生
時
期
、
ア

プ
レ
ゲ
ー
ル
と
の
関
連
性
、﹁
前
提
の
否
定
﹂
と
い
う
文
法
的
解
釈

に
随
伴
す
る
課
題
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
現
時
点
で
の
考
え
を
述

べ
た
。

本
稿
で
新
し
い
資
料
を
示
せ
た
こ
と
は
意
義
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
の
コ
ラ
ム
を
言
語
資
料
と
し
て
ど
う

解
釈
し
考
察
に
結
び
付
け
る
べ
き
な
の
か
、
難
し
い
一
面
も
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
た
だ
、﹁
表
現
に
対
す
る
意
識
﹂
と
い
う
観
点

か
ら
の
探
究
を
考
え
た
場
合
、
実
例
な
ど
を
確
認
す
る
言
語
的
な

集
計
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ラ
ム
や
時
評
と
い
っ
た
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
風
俗
史
的
な
資
料
を
扱
う
こ
と
も
ま
た
考
え
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
資
料
の
収
集
や
分
析
な
ど
に
つ
い
て
は

課
題
を
残
し
て
い
る
。
機
会
を
別
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

︻
注
︼

︵
１
︶
岩
波
書
店
編
集
部
編
︵
二
〇
〇
一
︶﹃
近
代
日
本
総
合
年
表

第
四
版
﹄︵
岩
波
書
店
 三
六
二
頁
﹁
社
会
﹂
項
目
︶
で
は
昭

和
二
二
年
、
木
村
傳
兵
衛
・
谷
川
由
布
子
ほ
か
著
﹃
新
語
・
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流
行
語
大
全
﹄︵
自
由
国
民
社
 二
九
頁
︶
で
は
昭
和
二
三
年

と
さ
れ
て
い
る
。

︵
２
︶
そ
の
コ
ラ
ム
の
存
在
は
、
二
〇
〇
七
年
四
月
当
時
ま
で
は
開

設
さ
れ
て
い
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
﹁
過
去
ロ
グ
﹂

︵
http://hom
e.highw
ay.ne.jp/sfuru/okigaru9902.htm
l/

現
在
は
閉
鎖
︶
に
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
。﹁
尾
崎

秀
樹
著
﹃
コ
ラ
ム
の
つ
ぶ
や
き
︵
上
︶﹄︵
ス
タ
ジ
オ
Ｖ
Ｉ

Ｃ
︶
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
１
９
６
６
年
２
月
28
日
付
け
の

﹁
落
語
の
す
す
め
﹂
と
題
す
る
コ
ラ
ム
で
は
、
も
う
一
ひ
ね

り
し
た
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
。﹂

︵
３
︶
池
上
︵
一
九
六
六
︶
に
は
、
昭
和
十
六
年
の
内
海
・
並
木
の

漫
才
の
様
子
な
ど
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。﹁
彼
等

は
、
ど
う
し
た
ら
点
の
辛
い
丸
の
内
の
聴
衆
の
心
を
捕
え
ら

れ
る
か
と
苦
心
を
重
ね
た
末
に
こ
の
﹁
全
然
﹂
を
肯
定
に
使

用
す
る
耳
触
り
な
話
法
を
考
え
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ア
タ
っ
た
。
語
感
の
鋭
い
こ
の
劇
場
の
客
の
耳
を
意
外
な
新

鮮
さ
で
十
二
分
に
く
す
ぐ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
受
け
に
受
け

て
十
日
間
を
終
わ
り
、
し
か
も
当
時
唯
一
の
マ
ス
コ
ミ
で
あ

る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
電
波
に
ま
で
そ
の
ま
ま
乗
せ
て
全
国
へ
送
ら
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
／
放
送
の
翌
日

は
も
う
、
通
勤
の
電
車
の
中
で
の
会
社
員
の
会
話
に
も
、
出

勤
し
た
職
場
の
若
手
教
師
︵
私
も
そ
の
一
人
だ
っ
た
︶
の

会
話
に
も
、
や
た
ら
に
入
り
込
み
、
他
教
科
の
先
生
た
ち

︵
殊
に
商
業
︶
の
先
生
が
た
の
中
に
は
、
堂
々
と
講
義
の
中

に
ま
で
使
用
し
て
人
気
を
博
す
る
者
も
出
て
く
る
し
、
一

週
間
経
つ
か
た
た
ぬ
に
一
世
を
フ
ウ
ビ
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
。
し
か
し
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
不
自
然
な
耳

触
り
イ
コ
ー
ル
新
鮮
さ
で
あ
っ
て
、
余
り
に
使
用
さ
れ
過

ぎ
て
、
不
自
然
さ
に
誰
も
気
付
か
な
く
な
っ
た
時
︱
誤
り

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
る
の
は
中
年
以
上
か
、
専
門
の
研

究
者
だ
け
で
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
の
新
鮮
な
魅
力

は
失
せ
て
、
大
人
の
世
界
の
会
話
か
ら
は
大
き
く
後
退
す

る
。
今
日
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
文
句
に
、
や
た
ら
に
外
来

語
を
入
れ
て
る
の
も
今
に
、
誰
も
耳
触
り
で
な
く
な
る
時

が
来
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
て
も
残
喘
的

な
使
用
状
態
が
生
徒
の
世
界
に
は
尾
を
引
い
て
残
り
、
語

法
に
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
か
ぬ
た
め
と
話
し
手
が
世
に
出

て
の
歴
史
が
浅
い
だ
け
に
何
等
の
抵
抗
も
な
く
肯
定
の
副

詞
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
異
と
す
る
に

は
足
ら
な
い
の
で
あ
る
。﹂︵
五
九
頁
︶。
な
お
、
池
上
︵
一

九
六
六
︶
の
入
手
に
つ
い
て
は
本
学
図
書
館
の
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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︵
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︱
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︵
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︶﹃
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︱
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︱
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︱
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史
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﹄
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︱
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︱
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四
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︱
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か
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現
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で
︱
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解
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﹄
37
︱
11

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

︻
付
記
︼
本
稿
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

﹁
近
現
代
日
本
語
に
お
け
る
新
語
・
新
用
法
の
研
究
﹂

の
成
果
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

︵
本
学
教
授
︶
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