
は
し
が
き

よ
う
や
く
、
多
数
の
方
々
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、『〈
役
割
語
〉
小
辞
典
』
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
が
で

き
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
始
動
は
二
〇
〇
九
年
三
月
に
遡
る
。
足
か
け
六
年
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の

は
ひ
た
す
ら
編
者
の
怠
慢
に
よ
る
。
関
係
各
位
へ
お
礼
と
と
も
に
お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
は
い
わ
ば
、
世
界
で
初
め
て
の
役
割
語
に
関
す
る
辞
書
で
あ
る
。
歴
史
主
義
と
言
う
べ
き
か
、
時
系

列
的
な
語
誌
の
記
述
を
重
視
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
私
を
除
く
執
筆
者
の
岩
田
美
穂
さ

ん
、
大
田
垣
仁
さ
ん
、
岡
﨑
友
子
さ
ん
、
廣
坂
直
子
さ
ん
、
藤
本
真
理
子
さ
ん
、
依
田
恵
美
さ
ん
（
五
十
音

順
）
は
す
べ
て
編
者
の
勤
務
校
で
あ
る
大
阪
大
学
で
国
語
学
の
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
方
々
ば
か
り

で
、
文
献
の
読
解
・
理
論
面
の
理
解
の
能
力
に
秀
で
、
な
お
か
つ
読
み
物
と
し
て
面
白
い
原
稿
を
提
供
し
て

く
だ
さ
っ
た
。
本
辞
書
に
な
に
が
し
か
の
魅
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
執
筆
者
の
方
々
の
力

量
に
負
う
と
こ
ろ
大
な
の
で
あ
る
。

本
辞
書
は
同
時
に
、
科
学
研
究
費
補
助
金
「
役
割
語
の
理
論
的
基
盤
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」（
研
究
課

i



題
番
号
：
一
九
三
二
〇
〇
六
〇
、
研
究
期
間
：
二
〇
〇
七
〜
二
〇
一
〇
年
度
、
研
究
代
表
者
：
金
水
敏
）
お

よ
び
「
役
割
語
の
総
合
的
研
究
」（
研
究
課
題
番
号
：
二
三
三
二
〇
〇
八
七
、
研
究
期
間
：
二
〇
一
一
〜
二
〇

一
四
年
度
、
研
究
代
表
者
：
金
水
敏
）
の
成
果
で
あ
り
、
同
科
研
費
の
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
の
ご
研
究
が
本

辞
書
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
科
研
費
の
研
究
補
助
員
の
山
本
一
巴
さ
ん
は
、
最
終
段
階
の
原
稿

整
理
の
作
業
を
し
っ
か
り
勤
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
同
科
研
費
の
研
究
分
担
者
、
連
携
研
究
者
、
研
究
協
力

者
、
特
任
研
究
員
、
研
究
補
助
員
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
辞
書
は
、
多
く
の
マ
ン
ガ
資
料
か
ら
用
例
を
採
っ
て
い
る
が
、
資
料
の
閲
覧
に
対
し
て
、
京
都
精

華
大
学
国
際
マ
ン
ガ
研
究
セ
ン
タ
ー
／
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
は
格
段
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い

た
。
伊
藤
遊
さ
ん
は
じ
め
、
研
究
セ
ン
タ
ー
／
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
皆
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
編
集
作
業
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
研
究
社
の
高
橋
麻
古
さ
ん
、
本
当
に
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。
思
う
よ
う
に
作
業
の
進
捗
し
な
い
時
期
に
は
心
穏
や
か
な
ら
ぬ
日
々
を
過
ご
し
て
こ

ら
れ
た
は
ず
だ
が
、
高
橋
さ
ん
は
怠
惰
な
私
た
ち
編
者
・
執
筆
者
に
常
に
優
し
く
時
に
き
び
し
く
、
粘
り
強

く
接
し
て
く
だ
さ
り
、
お
陰
で
私
た
ち
は
最
後
ま
で
緊
張
感
を
持
っ
て
作
業
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

細
か
い
調
整
や
校
正
、
付
録
の
作
成
な
ど
骨
の
折
れ
る
作
業
も
、
時
間
的
に
厳
し
い
状
況
の
中
、
高
橋
さ
ん

は
冷
静
か
つ
綿
密
に
こ
な
さ
れ
た
。
こ
の
辞
書
が
辞
書
と
し
て
体
裁
を
保
て
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
高
橋
麻

古
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ii



初
め
て
の
試
み
ゆ
え
に
、
ま
だ
ま
だ
課
題
の
残
る
本
辞
書
で
あ
る
が
、
今
後
は
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
様
の
評
価

を
受
け
て
、
よ
り
よ
い
も
の
に
改
訂
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
に
と
ぞ
末
永
く
お
付
き
合
い
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

二
〇
一
四
年
八
月 

金
水　

敏
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役
割
語
の
定
義

本
書
は
、
世
界
で
初
め
て
の
「
役
割
語
」
に
関
す
る
辞

書
で
す
。
役
割
語
、
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
見
る
方
も
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
説
明
を
し
ま
す
。

ま
ず
、
次
の
例
文
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た

ク
イ
ズ
で
す
。
う
し
ろ
に
話
し
手
の
リ
ス
ト
が
付
い
て
い

ま
す
の
で
、
ど
の
せ
り
ふ
を
ど
の
人
物
が
話
し
た
か
、
結

び
つ
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

a 

お
お
、
そ
う
じ
ゃ
、
わ
し
が
知
っ
て
お
る
ん
じ
ゃ
。

b 

あ
ら
、
そ
う
よ
、
わ
た
く
し
が
知
っ
て
お
り
ま
す
わ
。

c 

う
ん
、
そ
う
だ
よ
、
ぼ
く
が
知
っ
て
る
よ
。

d 

ん
だ
、
ん
だ
、
お
ら
知
っ
て
る
だ
。

e 

そ
や
そ
や
、
わ
し
が
知
っ
て
ま
っ
せ
ー
。

f 

う
む
、
さ
よ
う
、
せ
っ
し
ゃ
が
存
じ
て
お
り
ま
す
る
。

1  

関
西
人　
　

2  

老
人　
　

3  

男
の
子　

4  

武
士　
　
　

5  

田
舎
者　

6  

お
嬢
様

日
本
で
育
っ
た
日
本
語
の
母
語
話
者
な
ら
ほ
と
ん
ど
答

え
合
わ
せ
を
す
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
自
明
の
ク
イ
ズ
で
す

が
、
な
ぜ
ち
ゃ
ん
と
正
解
が
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
話
し
方
と
人
物
像
を
結
び
つ
け
る
知
識
を
私
た
ち
が

役
割
語
と
は
何
か

―
こ
の
辞
典
を
利
用
す
る
前
に

金
水　

敏
（
編
集
代
表
）
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共
有
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
役
割
語
に
つ
い
て
の
最
初
の

単
行
本
、
金
水
（
二
〇
〇
三
）
に
は
次
の
よ
う
な
定
義
が

あ
り
ま
す
。

あ
る
特
定
の
言
葉
づ
か
い
（
語
彙
・
語
法
・
言
い
回

し
・
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
等
）
を
聞
く
と
特
定
の
人
物

像
（
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
容
姿
・
風

貌
、
性
格
等
）
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
、
あ
る
い
は
あ
る
特
定
の
人
物
像
を
提
示
さ
れ
る

と
、
そ
の
人
物
が
い
か
に
も
使
用
し
そ
う
な
言
葉
づ
か

い
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、
そ
の
言
葉

づ
か
い
を
「
役
割
語
」
と
呼
ぶ
。

（
金
水 

二
〇
〇
三
・
二
〇
五
頁
）

こ
こ
に
も
あ
る
通
り
、
話
し
方
と
人
物
像
が
結
び
つ
い

て
い
る
と
き
、
そ
の
話
し
方
を
役
割
語
と
い
う
わ
け
で
す

が
、
話
し
方
に
は
語
彙
、
語
法
、
言
い
回
し
、
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
等
の
要
素
が
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
語
彙

と
は
単
語
の
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
で
、
た
と
え
ば
「
一
人
称

代
名
詞
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
考
え
る
と
い
い
で
し
ょ

う
。
日
本
語
の
一
人
称
代
名
詞
に
は
「
お
れ
、
ぼ
く
、
わ

た
し
、
あ
た
し
、
う
ち
、
お
い
ら
、
お
ら
、
拙
者
、
わ
ち

き
、
ま
ろ
」
な
ど
が
あ
り
、
も
う
そ
れ
ら
を
聞
い
た
だ
け

で
話
し
手
の
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
そ
う
で
す
。

語
法
と
は
語
と
語
の
文
法
的
な
組
み
合
わ
せ
方
の
問
題

で
、
た
と
え
ば
「
書
い
て
い
る
」
と
言
う
の
か
「
書
い
て

お
る
」
と
言
う
の
か
「
書
い
ち
ょ
る
」
と
言
う
の
か
、
と

い
っ
た
問
題
で
す
。「
言
い
回
し
」
と
は
よ
く
口
に
す
る
決

ま
っ
た
あ
い
さ
つ
言
葉
の
よ
う
な
も
の
で
、
た
と
え
ば
大

阪
の
商
人
で
す
と
、
商
売
仲
間
と
久
し
ぶ
り
に
会
う
と
、

「
も
う
か
り
ま
っ
か
」「
ぼ
ち
ぼ
ち
で
ん
な
」
と
挨
拶
す

る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
人
物
像
と
い
う
の
は
、「
年
齢
、
性

別
、
職
業
、
階
層
、
時
代
、
性
格
、
容
姿
・
風
貌
、
性

格
」
と
あ
り
ま
す
。
特
に
重
視
し
た
い
の
は
、
社
会
的
な

集
団
と
し
て
私
た
ち
が
常
に
気
を
遣
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
年
齢
・
世
代
、
性
差
、
職
業
、
そ
れ
か
ら
住
ん
で
い
る

地
域
（
都
会
か
・
田
舎
か
、
中
央
か
・
地
方
か
）
で
す
。
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役割語とは何か

性
格
、
と
い
う
と
や
や
個
人
的
な
問
題
に
な
っ
て
言
葉
の

問
題
と
は
必
ず
し
も
関
係
し
に
く
い
の
で
、
少
し
副
次
的

に
捉
え
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
特
に
役
割
語
の
語

彙
、
加
え
て
語
法
・
言
い
回
し
的
な
と
こ
ろ
ま
で
含
ん
で
、

そ
の
方
面
か
ら
そ
れ
ら
の
表
現
が
指
し
示
す
人
物
像
を
検

索
で
き
る
よ
う
な
辞
書
を
作
ろ
う
、
と
い
う
観
点
で
発
想

さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
本
書
を
利
用
す
る
上
で
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て

い
た
だ
き
た
い
事
項
を
以
下
に
述
べ
て
お
き
ま
す
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ま
ず
、
役
割
語
は
現
実
の
人
物
の
日
常
的
な
リ
ア
ル
な

話
し
方
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば
「
す
て
き
だ
わ
」
の
よ
う
な
表
現
は
い
か
に
も
女

性
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
〈
女
こ
と

ば
〉
の
一
要
素
と
捉
え
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
は
「
女
性
の

日
本
語
話
者
は
必
ず
そ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
」
と

か
、
ま
し
て
は
「
女
性
の
日
本
語
話
者
は
用
い
る
べ
き
だ

（
用
い
た
方
が
い
い
）」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
す
て
き
だ
わ
」
の

よ
う
な
言
い
方
を
多
く
の
日
本
語
話
者
が
「
女
性
的
で
あ

る
」
と
い
う
知
識
を
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
注
目

し
た
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、「
実
際
に
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
」
は
と

も
か
く
と
し
て
、「
こ
う
い
う
グ
ル
ー
プ
の
人
間
は
え
て
し

て
こ
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
知
識
が
社
会

で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
知
識
の
こ
と
を

「
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
と
言
い
ま
す
。
た
と
え
ば
「
女
性

は
男
性
よ
り
も
感
情
的
な
言
動
を
取
り
や
す
い
」
と
い
っ

た
よ
う
な
知
識
で
す
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
知
識
は
し
ば

し
ば
偏
見
や
差
別
と
結
び
つ
き
や
す
く
（
た
と
え
ば
「
だ

か
ら
女
性
を
リ
ー
ダ
ー
に
す
る
の
は
避
け
よ
う
」
な
ど
と

い
う
判
断
に
結
び
つ
け
る
な
ど
）、
社
会
的
な
弊
害
も
大
き

い
の
で
す
が
、
一
方
で
な
か
な
か
排
除
が
難
し
い
と
い
う

性
質
も
持
っ
て
い
ま
す
。
役
割
語
は
、
言
葉
の
ス
テ
レ
オ
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タ
イ
プ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
最
も
効
力
を
発
揮
す
る
の
は
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
で
す
。
役
割
語
は
ま
さ
し
く
そ

う
で
す
。
つ
ま
り
、
せ
り
ふ
を
役
割
語
に
よ
っ
て
構
成
す

れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
り
手
の
想
定
し
た
人
物
像
が

瞬
時
に
、
的
確
に
受
け
手
に
伝
わ
る
か
ら
で
す
。
あ
る
い

は
こ
う
も
言
え
ま
す
。
あ
る
影
響
力
の
あ
る
作
り
手
が
、

い
ま
だ
充
分
役
割
語
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
表

現
を
作
品
の
中
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
テ
レ
オ
タ

イ
プ
が
強
化
さ
れ
、
役
割
語
と
し
て
の
認
知
度
が
高
め
ら

れ
る
の
で
す
。
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
知
識
は
、
い
わ
ゆ
る

芸
術
的
な
作
品
よ
り
も
、
大
衆
的
な
作
品
、
B
級
作
品
と

言
わ
れ
る
作
品
で
よ
り
多
く
活
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
辞
典
で
は
そ
う
い
う
理
由
で
、
大
衆
的
な
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
す
な
わ
ち
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
か
ら

数
多
く
用
例
を
集
め
て
い
ま
す
。
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
、
ド

ラ
マ
、
映
画
、
落
語
、
漫
才
と
い
っ
た
作
品
で
す
。

役
割
語
の
分
類

　
「
役
割
語
は
何
種
類
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る

こ
と
は
実
は
難
し
い
の
で
す
が
、
役
割
語
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
原
理
か
ら
考
え
て
い
く
と
、
よ
り
大
き
な
分
類
か

ら
、
よ
り
細
か
い
分
類
へ
と
、
あ
る
程
度
系
統
立
て
て
整

理
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
先
に
述
べ
た
、
役
割
語
を
支

え
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
基
盤
に
は
、
性
差
、
年
齢
・
世

代
、
職
業
・
階
層
、
地
域
、
時
代
、
人
間
以
外
と
い
う
分

類
の
観
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
観
点
に
沿
っ
て
、
本
辞
典

で
用
い
る
役
割
語
の
ラ
ベ
ル
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
本
辞
典
で
は
役
割
語
の
ラ
ベ
ル
は
〈
老
人
語
〉

の
よ
う
に
山
カ
ッ
コ
に
括
っ
て
示
す
こ
と
と
し
ま
す
。

●
性
差

基
本
的
な
性
差
を
反
映
し
た
役
割
語
と
し
て
、〈
男
こ

と
ば
〉〈
女
こ
と
ば
〉
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
立
て
て
お
き
ま

す
。〈
男
こ
と
ば
〉
の
語
彙
に
は
、「
ぼ
く
」「
お
れ
」「
〜

ぞ
」「
〜
ぜ
」「
お
い
」「
止
め
ろ
」
な
ど
の
命
令
形
が
含
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ま
れ
ま
す
。〈
女
こ
と
ば
〉
の
語
彙
に
は
「
あ
た
し
」「
〜

わ
」「
〜
も
の
」「
あ
ら
」「
ま
あ
」
な
ど
が
含
ま
れ
ま

す
。〈
男
こ
と
ば
〉
は
、
江
戸
時
代
の
江
戸
の
〈
町
人
こ

と
ば
〉
と
、
明
治
時
代
の
〈
書
生
語
〉
と
言
わ
れ
る
学
生

言
葉
が
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。〈
男
こ
と
ば
〉
は
近
代

日
本
語
の
標
準
語
の
発
達
と
と
も
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と

言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
一
方
〈
女
こ
と
ば
〉
は
、
江
戸

時
代
の
「
あ
そ
ば
せ
言
葉
」
と
呼
ば
れ
る
丁
寧
な
話
し
方

を
基
盤
と
し
つ
つ
、
明
治
時
代
の
「
女
学
生
言
葉
」（
あ

る
い
は
「
て
よ
だ
わ
言
葉
」）
の
要
素
が
多
く
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
ま
す
。
明
治
時
代
以
降
の
近
代
小
説
を
は
じ
め
と

す
る
近
代
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
、
女
性
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
描
写
す
る
た
め
に
大
い
に
発
達
し
ま
し
た
。

さ
て
、〈
男
こ
と
ば
〉
の
基
盤
の
一
つ
で
あ
る
〈
書
生

語
〉
に
は
、「
ぼ
く
」「
き
み
」「
吾
輩
」「
諸
君
」「
失

敬
」「
〜
た
ま
え
」
な
ど
の
語
彙
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

「
ぼ
く
」
は
〈
男
こ
と
ば
〉
の
一
般
的
な
代
名
詞
と
な
っ

た
だ
け
で
な
く
、〈
少
年
語
〉
の
代
表
的
な
一
人
称
代
名

詞
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。「
〜
た
ま
え
」
は
、
今
日
で
は
地

位
や
権
力
を
持
っ
た
男
性
が
用
い
る
〈
上
司
語
〉
の
語
彙

に
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。

　
〈
女
こ
と
ば
〉
の
基
盤
と
な
っ
た
女
学
生
言
葉
の
う
ち
、

「
〜
て
よ
」「
〜
こ
と
」「
〜
で
す
（
ま
す
）
わ
」
な
ど
は
、

今
日
日
常
会
話
の
中
で
は
あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
〈
お
嬢
様
こ
と
ば
〉〈
奥
様
こ
と
ば
〉
と
し

て
認
識
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。「
〜
ざ
（
あ
）
ま

す
」
も
〈
奥
様
こ
と
ば
〉
の
一
つ
で
す
。

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
人
々
の
言
葉
を
指
し
示
す

〈
お
ネ
エ
こ
と
ば
〉
も
こ
こ
に
入
れ
て
お
き
ま
す
が
、
語
彙

的
に
は
〈
女
こ
と
ば
〉
に
お
お
む
ね
包
摂
さ
れ
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

●
年
齢
・
世
代

日
本
語
の
役
割
語
で
ひ
と
き
わ
精
彩
を
放
ち
続
け
る
も

の
に
、〈
老
人
語
〉
が
あ
り
ま
す
。「
わ
し
」「
〜
お
る
」

「
〜
じ
ゃ
」
な
ど
の
語
彙
が
含
ま
れ
ま
す
。〈
老
人
語
〉
と

〈
書
生
語
〉
が
複
合
し
た
〈
博
士
語
〉
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ

ル
チ
ャ
ー
作
品
の
中
で
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
す
。〈
老

ix



人
語
〉
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
江
戸
の
町
人
た
ち
の
言
葉

の
中
で
、
当
時
権
威
を
持
っ
て
い
た
上
方
（
京
都
・
大

阪
）
語
が
、
急
速
に
発
展
し
て
き
た
江
戸
語
と
の
対
比
の

中
で
老
人
の
言
葉
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、〈
老
人
語
〉
は

〈
上
方
語
〉
に
由
来
す
る
言
葉
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。
な

お
、
江
戸
語
は
そ
の
後
、
近
代
の
東
京
の
言
葉
と
な
り
、

さ
ら
に
標
準
語
の
基
盤
と
な
り
ま
し
た
。

　
〈
老
人
語
〉
は
男
性
の
話
し
手
が
一
般
に
目
立
ち
ま
す

が
、
女
性
の
使
い
手
も
い
ま
す
。
ま
た
〈
お
ば
あ
さ
ん

語
〉
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、〈
老
人
語
〉
と
ま
っ
た
く

同
じ
「
わ
し
は
〜
じ
ゃ
よ
」
と
言
う
お
ば
あ
さ
ん
と
、「
あ

た
し
ゃ
〜
だ
よ
」
と
言
う
お
ば
あ
さ
ん
の
二
種
に
分
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
後
者
は
、
江
戸
の
〈
町

人
こ
と
ば
〉
や
東
京
の
〈
下
町
こ
と
ば
〉
に
近
い
言
語
で

す
。ま

た
〈
老
人
語
〉
の
応
用
と
し
て
、〈
王
様
・
貴
族
語
〉

〈
お
姫
様
こ
と
ば
〉
な
ど
が
あ
り
ま
す
。「
〜
じ
ゃ
」
を
用

い
る
と
こ
ろ
が
共
通
で
、
一
人
称
代
名
詞
は
王
様
で
あ
れ

ば
「
わ
し
」、
お
姫
様
で
あ
れ
ば
「
わ
ら
わ
」
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
。

　
〈
幼
児
語
〉
に
は
性
差
は
さ
ほ
ど
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

「
あ
た
ち
」「
〜
で
ち
ゅ
」
な
ど
の
幼
児
ら
し
い
舌
足
ら
ず

な
話
し
方
が
〈
幼
児
語
〉
の
典
型
で
す
。

●
職
業
・
階
層

　
〈
博
士
語
〉（〈
老
人
語
〉）、〈
上
司
語
〉、〈
お
嬢
様
こ
と

ば
〉〈
奥
様
こ
と
ば
〉
な
ど
は
、
知
的
水
準
や
経
済
水
準

の
高
い
男
女
の
言
葉
づ
か
い
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

一
方
で
、〈
や
く
ざ
こ
と
ば
〉〈
ヤ
ン
キ
ー
語
〉〈
ス
ケ
バ

ン
語
〉
な
ど
は
、
ア
ウ
ト
ロ
ー
な
人
々
の
言
葉
づ
か
い
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

特
殊
な
職
業
に
由
来
す
る
役
割
語
と
し
て
、〈
軍
隊

語
〉
と
〈
遊
女
こ
と
ば
〉
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
前
者
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
の
日
本
陸
軍
に
由
来
す
る
表
現
が
多

く
見
ら
れ
ま
す
。「
自
分
」「
〜
で
あ
り
ま
す
」「
き
さ
ま
」

な
ど
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
〈
遊
女
こ
と
ば
〉
に
は
「
わ
ち

き
（
あ
ち
き
）」「
〜
で
あ
り
ん
す
」
な
ど
、
江
戸
時
代
の
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遊
郭
の
言
葉
を
源
泉
と
す
る
表
現
が
含
ま
れ
ま
す
。

●
地
域

中
央
に
対
す
る
周
縁
の
地
域
の
言
葉
を
表
す
役
割
語
と

し
て
、〈
田
舎
こ
と
ば
〉
が
あ
り
ま
す
。「
お
ら
」「
〜
す

る
だ
」「
知
ら
ね
え
」「
ご
ぜ
え
ま
す
」
な
ど
の
語
彙
が
含

ま
れ
ま
す
。〈
田
舎
こ
と
ば
〉
は
し
ば
し
ば
現
実
の
い
ろ
い

ろ
な
方
言
の
要
素
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
方

言
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

現
実
の
方
言
を
よ
り
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
と
し
て
、

〈
大
阪
弁
・
関
西
弁
〉〈
京
こ
と
ば
〉〈
九
州
弁
〉〈
土
佐

弁
〉〈
沖
縄
こ
と
ば
〉
な
ど
が
あ
り
ま
す
。〈
大
阪
弁
・
関

西
弁
〉
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
歴
史
の
中
で
も
古

く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
、
伝
統
あ
る
役
割
語
の
一
つ
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
今
日
、
関
西
出
身
の
芸
人
の
言
葉
と

し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
関
西
以
外
の
人
で
も
「
な
ん

で
や
ね
ん
」「
ぼ
ち
ぼ
ち
で
ん
な
」
な
ど
は
遊
び
的
な
文
脈

の
中
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
関
西
弁
の

中
で
も
〈
京
こ
と
ば
〉
は
「
お
す
」「
〜
ど
す
」
な
ど
を

含
み
、〈
舞
妓
こ
と
ば
〉
や
京
都
の
お
店
の
言
葉
と
し
て

表
現
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。〈
九
州
弁
〉
は
「
お

い
ど
ん
」「
〜
ば
い
」「
〜
た
い
」「
〜
と
」「
〜
ご
わ
す
」

な
ど
を
含
み
ま
す
が
、
特
に
「
お
い
ど
ん
」「
〜
ご
わ
す
」

は
西
郷
隆
盛
の
鹿
児
島
弁
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
す
。〈
土
佐
弁
〉
は
言
う
ま
で
も
な
く
坂
本
竜
馬

と
と
も
に
広
め
ら
れ
ま
し
た
。
竜
馬
が
〈
土
佐
弁
〉
を
多

く
話
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
は
司

馬
遼
太
郎
『
竜
馬
が
ゆ
く
』
が
早
い
例
で
あ
る
と
言
わ
れ

ま
す
。〈
沖
縄
こ
と
ば
〉
は
N 

H 

K
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小

説
『
ち
ゅ
ら
さ
ん
』
で
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

言
葉
で
、「
お
ば
あ
」「
知
っ
て
る
さ
あ
」「
な
ん
く
る
な
い

さ
あ
」
な
ど
の
語
が
含
ま
れ
ま
す
。

外
国
人
を
表
現
す
る
〈
片
言
〉〈
ピ
ジ
ン
〉
も
こ
こ
に

位
置
づ
け
て
お
き
ま
す
。
西
洋
人
は
し
ば
し
ば
「
オ
ー
、

わ
た
し
そ
れ
、
わ
か
り
ま
せ
ー
ん
」
な
ど
の
話
し
方
で
表

現
さ
れ
ま
す
。
中
国
人
は
「
そ
れ
違
う
あ
る
。
早
く
払
う

よ
ろ
し
」
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
〈
ア
ル
ヨ
こ
と
ば
〉
の
使
い

手
と
し
て
表
現
さ
れ
ま
す
。
黒
人
奴
隷
の
言
葉
と
し
て
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〈
田
舎
こ
と
ば
〉
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

●
時
代

古
い
時
代
の
日
本
語
を
代
表
す
る
役
割
語
と
し
て
、

〈
武
士
こ
と
ば
〉
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

「
拙
者
」「
ご
ざ
る
」「
申
す
」「
存
ず
る
」「
い
た
す
」
な

ど
の
特
徴
的
な
語
彙
が
含
ま
れ
ま
す
。〈
忍
者
こ
と
ば
〉

と
し
て
今
日
認
識
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
基
本
的
に
〈
武
士

こ
と
ば
〉
で
あ
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
リ
ア
ル
な

忍
者
に
つ
い
て
決
ま
っ
た
言
葉
づ
か
い
が
あ
っ
た
と
い
う

歴
史
的
な
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
平
安
時
代
や
そ
れ
以
後
の
お
公
家
様
が
用
い
そ

う
な
言
葉
と
し
て
〈
公
家
こ
と
ば
〉
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

「
ま
ろ
」「
お
じ
ゃ
る
」
が
そ
の
代
表
的
な
語
彙
で
す
。

「
ま
ろ
」
は
奈
良
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、「
お

じ
ゃ
る
」
は
実
は
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
、
特
に
貴
族
に
限
定
さ
れ

た
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。〈
遊
女
こ
と
ば
〉〈
町
人
こ
と

ば
〉
も
時
代
劇
に
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。

●
人
間
以
外

オ
タ
ク
文
化
の
中
で
は
し
ば
し
ば
「
人じ
ん

外が
い

」
と
表
現
さ

れ
る
領
域
で
す
。〈
宇
宙
人
語
〉
と
し
て
「
ワ
レ
ワ
レ
ハ　

ウ
チ
ュ
ウ
ジ
ン
ダ
」
の
よ
う
に
文
字
で
あ
れ
ば
カ
タ
カ
ナ

で
書
か
れ
、
音
声
で
あ
れ
ば
機
械
的
で
平
板
な
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
で
話
さ
れ
る
表
現
が
あ
り
ま
す
。〈
ロ
ボ
ッ

ト
語
〉
も
〈
宇
宙
人
語
〉
と
よ
く
似
て
、「
ワ
タ
シ
ハ　

ロ
ボ
ッ
ト
デ
ス
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
ま
す
。

　
〈
動
物
語
〉
も
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
ま
す
。「
知
ら
な
い
ワ

ン
」「
そ
う
だ
ニ
ャ
ー
」
な
ど
、「
キ
ャ
ラ
語
尾
」（
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
特
徴
づ
け
る
文
末
表
現
）
を
使
っ
た
表
現
が

よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
狂
言
、
文
楽
、
歌
舞
伎
な
ど
に
見

ら
れ
る
「
狐
言
葉
」
も
〈
動
物
語
〉
の
一
種
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

妖
精
や
宇
宙
人
の
類
い
で
も
、
先
に
述
べ
た
キ
ャ
ラ
語

尾
は
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。「
そ
う
だ
ク
ポ
」「
そ
う
だ

ピ
ョ
ー
ン
」
な
ど
と
、
い
く
ら
で
も
新
し
い
パ
タ
ー
ン
を
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作
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
す
。

神
様
や
幽
霊
な
ど
の
超
常
的
な
存
在
物
は
、
し
ば
し
ば

文
語
で
話
し
ま
す
。「
我
は
こ
の
湖
の
守
り
神
な
る
ぞ
」「
恨

み
晴
ら
さ
で
お
く
べ
き
か
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
り
、〈
神

様
語
〉〈
幽
霊
こ
と
ば
〉
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

役
割
語
の
歴
史
的
な
形
成
過
程

下
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
役
割
語
の
歴
史
的

な
形
成
・
継
承
・
拡
散
の
過
程
を
図
示
し
た
も
の
で
す
。

役
割
語
の
源
泉
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
現
実
の
社
会

的
グ
ル
ー
プ
に
特
有
の
表
現
が
と
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
リ

ア
ル
な
表
現
が
そ
の
ま
ま
役
割
語
に
な
る
の
で
は
な
く
、

整
理
・
単
純
化
さ
れ
、
一
定
の
語
形
が
繰
り
返
し
使
わ
れ

る
こ
と
で
役
割
語
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
現

実
の
話
者
の
話
し
方
は
実
は
千
差
万
別
で
、
決
し
て
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
に
は
ま
ら
な
い
こ
と
が
通
常
で
す
が
、
役
割

語
で
は
逆
に
過
剰
に
社
会
的
グ
ル
ー
プ
と
話
し
方
と
の
関

係
を
強
調
し
ま
す
。
一
定
の
話
し
方
と
グ
ル
ー
プ
と
の
関

係
が
、
個
人
の
み
な
ら
ず
共
同
体
に
共
有
知
識
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
状
況
で
、
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
表
現

に
用
い
た
の
が
役
割
語
と
言
え
ま
す
。
共
有
知
識
が
必
ず

個体

“現実”

作品
“仮想現実”

共同体

5. 受容

6. 受容

3. 共有
（ステレオタイプ化）

2. 認知

4. 創作

1. 認知
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し
も
完
全
で
な
く
て
も
、
影
響
力
の
あ
る
作
り
手
が
作
品

の
中
で
特
定
の
表
現
を
特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
表
現
と
し
て

用
い
る
と
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
固
定
・
強
化
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
も
言
え
ま
す
。
い
っ
た
ん
そ
の
関
係
が
知
識
と

し
て
共
同
体
に
共
有
さ
れ
る
と
、
現
実
の
状
況
と
は
関
係

な
く
、
役
割
語
は
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
創
作
物
の
中
で

継
承
し
、
生
き
続
け
て
い
き
ま
す
。〈
老
人
語
〉
が
そ
の

典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
方
で
、
現
実
社
会
に
お
け
る
話
し
方
が
変
化
し
て
く

る
と
、
役
割
語
も
影
響
を
受
け
て
変
化
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
言
葉
の
性
差
と
い
う
点
で
は
、
か
つ
て
の
〈
女
こ

と
ば
〉
の
一
部
は
む
し
ろ
リ
ア
ル
さ
を
欠
く
〈
お
嬢
様
こ

と
ば
〉
や
〈
奥
様
こ
と
ば
〉
に
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
普
通

の
女
性
の
話
し
言
葉
と
し
て
は
あ
ま
り
性
差
の
な
い
表
現

が
む
し
ろ
使
わ
れ
る
、
と
い
っ
た
現
象
は
、
時
代
と
と
も

に
役
割
語
が
変
化
す
る
例
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

な
お
、
先
に
挙
げ
た
「
人
間
以
外
」
の
話
し
方
は
、
基

本
的
に
現
実
で
は
な
く
、
特
定
の
作
者
の
想
像
力
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
話
し
方
が
、
後
続
す
る
作
品
で
受
け
継
が
れ

た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

こ
の
辞
典
で
は
、
語
釈
の
中
で
、
で
き
る
だ
け
こ
う

い
っ
た
歴
史
的
な
過
程
を
丁
寧
に
説
明
す
る
よ
う
に
心
が

け
て
い
ま
す
。
用
例
も
、
役
割
語
と
し
て
固
定
す
る
以
前

の
も
の
、
役
割
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
最
初
の
頃
の
も

の
、
役
割
語
の
用
法
が
変
化
し
た
頃
の
も
の
な
ど
、
歴
史

的
変
遷
が
つ
か
み
や
す
く
な
る
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

用
例
の
示
し
方

役
割
語
の
用
例
を
示
す
際
に
は
、
可
能
な
限
り
、
作
品

の
ジ
ャ
ン
ル
、
作
品
名
、
作
者
等
、
初
出
年
を
各
用
例
に

付
し
て
い
ま
す
。
一
件
煩
瑣
な
情
報
が
多
い
よ
う
に
も
見

え
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
歴
史
的
な
形
成
過
程

を
重
要
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
な
お
、
作
品
の
初
出
年

と
、
実
際
に
典
拠
と
し
た
作
品
の
出
版
年
等
は
必
ず
し
も

一
致
し
ま
せ
ん
。
初
出
年
は
、
た
と
え
ば
マ
ン
ガ
で
あ
れ

ば
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
年
（
あ
る
い
は
期
間
）
ま
た
は
最
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役割語とは何か

初
に
単
行
本
化
さ
れ
た
年
を
示
し
て
い
ま
す
。
用
例
を
実

際
に
採
集
し
た
原
典
は
、
巻
末
の
引
用
出
典
一
覧
に
示
し

て
あ
り
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

こ
ん
な
方
に
お
勧
め
し
ま
す

こ
の
辞
典
は
、
誰
が
ど
ん
な
目
的
で
使
う
の
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
は
、
次
の
よ
う
な
皆
様
を
読
者
と
し
て
想
定

し
て
い
ま
す
。

• 

日
本
語
、
特
に
役
割
語
に
興
味
を
持
つ
一
般
読
者
。

• 

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
を
、
よ
り
深
く
楽
し

み
た
い
フ
ァ
ン
の
方
々
。

• 

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
の
製
作
に
当
た
っ
て

い
る
方
、
ま
た
は
そ
れ
を
目
指
し
て
い
る
方
。

• 

外
国
作
品
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
、
あ
る
い
は
日
本
作

品
の
外
国
語
へ
の
翻
訳
を
し
て
い
る
方
。

• 

リ
ア
ル
な
日
本
語
と
役
割
語
の
区
別
を
よ
く
知
り
、

日
本
語
の
学
習
に
役
立
て
た
い
日
本
語
学
習
者
、
日

本
語
教
育
関
係
者
。

各
項
目
の
語
釈
は
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
も
あ
っ
て
簡
潔

を
旨
と
は
し
ま
し
た
が
、
読
み
物
と
し
て
も
あ
る
程
度
楽

し
め
る
よ
う
な
記
述
を
心
が
け
ま
し
た
。
こ
の
辞
書
を
通

じ
、
日
本
語
の
持
つ
幅
広
い
魅
力
を
感
じ
て
い
た
だ
け
ま

し
た
ら
幸
い
で
す
。

※
こ
の
前
書
き
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
研
究
文
献
は
、
巻
末
の
参
考

文
献
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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凡
例見

出
し

 1. 

見
出
し
は
見
出
し
の
読
み
を
現
代
仮
名
遣
い
表
記
で

示
し
た
。

 2. 

項
目
は
、
見
出
し
の
読
み
に
よ
っ
て
五
十
音
順
に
配

列
し
た
。

 3. 

見
出
し
の
下
に
、
表
意
的
な
表
記
を
漢
字
仮
名
交
じ

り
で
示
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
見
出
し
語
句
の
品

詞
名
を
記
し
た
。
品
詞
は
、
い
わ
ゆ
る
学
校
文
法
に

従
い
、「
感
動
詞
」「
形
容
詞
」「
形
容
動
詞
」「
サ
変

動
詞
語
幹
」「
助
詞
」「
助
動
詞
」「
接
続
詞
」「
接
頭

辞
」「
代
名
詞
」「
動
詞
」「
副
詞
」「
名
詞
」「
連
語
」

と
し
た
。

本
文

 1. 

見
出
し
の
あ
と
に
、
概
要
を
し
め
す
リ
ー
ド
を
数
行

付
け
た
。
リ
ー
ド
の
後
に
、
詳
細
な
語
釈
を
付
け
た
。

 2. 

語
釈
は
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
「
▼
」
で
区
切
っ

て
示
し
た
。
ま
た
、
各
ま
と
ま
り
ご
と
に
、
用
例
を

一
例
な
い
し
数
例
掲
げ
た
。

 3. 

用
例
は
、「
＊
」
印
の
あ
と
に
、
原
則
と
し
て
ジ
ャ
ン

ル
名
、
作
品
名
、
作
者
名
、
初
出
年
（
期
間
）、
用

例
の
本
体
の
順
で
示
し
た
。
初
出
年
（
期
間
）
は
、

雑
誌
等
へ
の
最
初
の
発
表
年
・
掲
載
期
間
、
ま
た
は

最
初
の
単
行
本
の
出
版
年
と
し
た
。
用
例
の
本
体
で

は
、
話
者
や
場
面
等
の
注
記
を
適
宜
（　
　

）
に
括
っ

て
し
め
し
た
。
用
例
の
表
記
は
読
み
や
す
さ
の
た
め

に
原
文
か
ら
適
宜
変
更
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

 4. 

語
釈
の
な
か
で
適
宜
、
見
出
し
語
句
に
該
当
す
る
役

割
語
の
分
類
名
を
〈　
　

〉
に
括
っ
て
示
し
た
。

 5. 
本
文
中
に
、
他
に
立
項
さ
れ
て
い
る
語
が
あ
る
場
合
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は
そ
の
語
を
太
字
で
示
し
た
。
本
文
中
に
は
な
い
が
、

参
照
す
る
の
が
望
ま
し
い
項
目
が
あ
る
場
合
は
、
本

文
末
尾
の
「
↓
」
の
後
に
そ
の
項
目
名
を
挙
げ
た
。

 6. 
各
項
目
の
末
尾
に
、
執
筆
者
の
姓
を
﹇　
　

﹈
に
括
っ

て
記
し
た
。

付
録

 1. 

巻
末
に
、「
引
用
出
典
一
覧
」、「
参
考
文
献
」、「
役

割
語
名
索
引
」
を
掲
げ
た
。

 2. 

「
引
用
出
典
一
覧
」
は
、
本
文
で
示
し
た
用
例
の
う

ち
、
書
籍
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て

示
し
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
分
類
し
た
。
ジ
ャ
ン
ル
は

「
エ
ッ
セ
ー
・
随
筆
」「
絵
本
」「
演
説
」「
歌
舞
伎
・

浄
瑠
璃
」「
脚
本
」「
狂
言
」「
記
録
」「
講
談
」「
滑

稽
本
」「
古
典
」「
洒
落
本
」「
小
説
」「
新
聞
」「
童

話
」「
人
情
本
」「
俳
諧
・
雑
俳
」「
翻
訳
」「
マ
ン

ガ
」「
漫
才
」「
読
本
」「
落
語
」「
和
歌
集
」
と
し

た
。
室
町
時
代
以
前
の
作
品
は
和
歌
集
を
除
い
て
す

べ
て
「
古
典
」
と
し
た
。
各
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
は
、

作
品
名
の
五
十
音
順
で
書
誌
情
報
を
提
示
し
た
。
こ

こ
で
の
書
誌
は
、
初
出
資
料
で
は
な
く
、
引
用
に
際

し
て
参
照
し
た
資
料
の
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
本
文

で
は
こ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
「
ア
ニ
メ
」「
映

画
」「
ゲ
ー
ム
」「
コ
ン
ト
」「
ド
ラ
マ
」「
バ
ラ
エ

テ
ィ
番
組
」「
ブ
ロ
グ
」「
ラ
ジ
オ
書
き
起
こ
し
」

「
流
行
歌
」
も
挙
げ
て
い
る
）。

 3. 

「
参
考
文
献
」
は
、
本
辞
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て

参
考
に
し
た
先
行
研
究
の
書
籍
・
論
文
を
、
著
者
名

の
五
十
音
順
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
辞
書
で
直

接
言
及
し
て
い
る
文
献
は
も
ち
ろ
ん
、
特
に
言
及
は

し
な
か
っ
た
が
随
所
で
記
述
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る

文
献
も
一
覧
に
加
え
た
。

 4. 

「
役
割
語
名
索
引
」
は
、
本
文
で
〈　
　

〉
に
括
っ
て

示
し
た
役
割
語
名
を
す
べ
て
集
め
、
五
十
音
順
に
配

列
し
、
そ
の
使
用
箇
所
を
頁
番
号
で
示
し
た
。

凡例
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あ
行

あ
か
ん 
1

あ
そ
ば
す 
3

あ
た
い 

5

あ
た
く
し 

8

あ
た
し 

8

あ
っ
し 

11

あ
ほ 

14

あ
ら 

16

あ
り
ま
す 

17

あ
り
ん
す 

19

あ
る 

20

あ
ん
た 

22

い
た
す 

24

う
ち 

25

う
ら
め
し
や 

27

え
ら
い 

30

お
い
で
や
す 

31

お
い
ど
ん 

33

お
い
ら 

35

お
お 

36

お
お
き
に 

39

お
じ
ゃ
る 

41

お
す 
44

お
た
く 
45

お
っ
す 
48

お
ぬ
し 

50

お
の
れ 

52

お
ば
あ 

54

お
ひ
か
え
な
す
っ
て 

55

お
ほ
ほ 

56

お
ま
す 

56

お
ま
ん 

57

お
ら 

59

お
る 

62

お
れ 

64

か
行

か
し
ら 

68

か
た
じ
け
な
い 

69

が
ん
す 

72

き
さ
ま 

72

く
う 

74

く
そ 

75

く
ら
う 

76

ご
し
ゅ
じ
ん
さ
ま 

78

ご
ぜ
え
ま
す 

82

こ
と 

83

ご
め
ん 

85

ご
わ
す 

86

ご
ん
す 

90

さ
行

さ 

92

ざ
あ
ま
す 

95

見
出
し
語
一
覧
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さ
よ
う 

98

さ
ら
ば 

100

し
っ
け
い 

102

じ
ぶ
ん 

103

じ
ゃ 

105

し
ょ
く
ん 
107

す
ん
ま
へ
ん 
108

ぜ 
108

せ
っ
し
ゃ 

110

ぜ
よ 

111

ぞ 

113

そ
れ
が
し 

115

た
行

だ 

117

だ
す 

119

た
ま
え 

120

だ
ん
な
・
だ
ん
な
さ
ま 

123

ち
ゃ
う 

124

つ
か
わ
す 

126

っ
す 

127

て 

128

で 

130

で
あ
り
ま
す 

130

で
あ
る 

132

で
す
な 

134

で
っ
か 

136

て
や
ん
で
え 

137

と 

139

と
る 

140

な
行

な
ん
じ 

142

な
ん
で
や
ね
ん 

145

ぬ 

146

ね 

148

ね
ん 

150

の 

151

の
う 

153

は
行

ば
っ
て
ん 

156

は
る 

158

べ 

159

へ
い 

160

へ
え 

162

べ
え 

163

へ
ん 

165

ぼ
く 

166

ぼ
ち
ぼ
ち 

169

ほ
ほ
ほ
・
お
ほ
ほ 

170

ほ
ん
ま 

174

ま
行

ま
あ 

176

ま
い
ど 

177

ま
い
る 

178

ま
じ 

180

ま
せ 

182

ま
ろ 

184

み
ど
も 

185

も
う
か
り
ま
っ
か 

186

も
う
す 

187

や
行

や
が
る 

189

見出し語一覧
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よ 

（1） 

191

よ 

（2） 

193

よ
か 

194

よ
っ
し
ゃ 

195

よ
ろ
し
い 

196

わ
行

わ 

198

わ
が
は
い 

200

わ
し 

202

わ
た
く
し 

204

わ
ち
き 

205

わ
て 

206

わ
ら
わ 

208

わ
れ 

210

わ
れ
わ
れ 

211

ん

ん 

214
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あ
行

あ
か
ん　
　

明
か
ん　
　
（
連
語
）

動
詞
「
明
く
」
に
打
ち
消
し
の
助
動
詞
「
ぬ
」
が
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、「
埒ら
ち

が
明
か
ぬ
」
を
略
し
た
表
現

「
明
か
ぬ
」
が
変
化
し
た
語
。「
埒
」
と
は
も
と
も
と
「
囲
い
」
や
「
し
き
り
」、
特
に
馬
場
の
周
囲
の
柵
の
こ

と
で
、
一
定
の
範
囲
や
限
界
を
意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
「
埒
が
明
く
」
＝
物
事
の
決
着
が
つ
く
、「
埒
が
明
か

な
い
」
＝
物
事
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
駄
目
だ
と
い
う
意
味
の
表
現
が
で
き
た
。

▼
用
例
は
江
戸
時
代
中
頃
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
か
ら
見
え
始
め
る
。
＊

祇
園
祭
礼
信
仰
記
・
四
段

（
中な

か

邑む
ら

阿あ

契け
い

・
豊
竹
応
律
・
黒こ

く

蔵ぞ
う
す主

・
三み

津つ

飲い
ん

子し

・
浅
田
一い

っ

鳥ち
ょ
う

）〔
一
七
五
七
〕「
扨さ

て

あ
か
ん
あ
か
ん
、
何
ぼ
い
う
て
も
次

風
呂
は
な
ら
ぬ
と
お
っ
し
ゃ
る
」
▼
一
九
五
三
年
に
テ
レ
ビ
放
送
が
開
始
さ
れ
、『
番
頭
は
ん
と
丁
稚
ど

1



ん
』（
一
九
五
九
）、『
て
な
も
ん
や
三
度

笠
』（
一
九
六
二
）
な
ど
関
西
発
信
の
お

笑
い
番
組
が
人
気
と
な
っ
た
こ
と
や
、

『
番
頭
は
ん
と
丁
稚
ど
ん
』
の
脚
本
を

手
掛
け
た
花は

な

登と

筐こ
ば
こ

原
作
の
浪
花
商
人

を
描
い
た
ド
ラ
マ
『
あ
か
ん
た
れ
』（
一

九
七
六
―
七
八
、「
あ
か
ん
た
れ
」
と
は
「
駄
目
な
や
つ
」「
意
気
地
な
し
」
の
意
）
な
ど
、
関
西
を
舞
台
と
す
る
ド
ラ
マ

の
流
行
な
ど
か
ら
も
、「
あ
か
ん
」
は
代
表
的
な
〈
大
阪
弁
・
関
西
弁
〉
の
一
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
＊

あ
か
ん
た
れ
（
原
作
：
花
登
筐
）〔
一
九
七
六
―
七
八
〕「
や
っ
ぱ
り
お
母
さ
ん
、
あ
か
ん

て
。
家
に
い
る
の
も
許
さ
ん
て
」
＊

花
ざ
か
り
の
君
た
ち
へ
①
（
中
条
比
紗
也
）〔
一
九
九
七
〕「（
中
津
秀

一
﹇
大
阪
出
身
の
高
校
生
﹈）
あ
か
ん
ッ　

あ
か
ん
！　

え
え
若わ

か

い
モ
ン
が
声こ

え

小ち
い

そ
ー
て
ど
な
い
す
ん
ね
ん
」
↓

「
ん
」

﹇
廣
坂
﹈

ケンカのテクニックを教え
るネコのミケ
佐々木倫子『動物のお医者さ
ん④』15頁
白泉社（花とゆめコミックス）、
1996年
ⓒ佐々木倫子／白泉社
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あ
そ
ば
す　
　

遊
ば
す　
　
（
動
詞
）

古
く
は
「
詩
歌
・
管
弦
を
す
る
」
と
い
う
意
の
尊
敬
語
で
あ
り
、
ま
た
広
く
「
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
を
す
る
」

意
を
表
す
尊
敬
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。
近
世
以
降
に
は
動
詞
の
後
に
つ
づ
く
「
〜
あ
そ
ば
す
」
の
形
で

多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

▼
近
世
に
な
る
と
、「
〜
あ
そ
ば
す
」
は
、「（
お
）
〜
あ
そ
ば
せ
」
と
い
う
命
令
形
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
な
り
、
女
性
の
上
品
ぶ
っ
た
言
葉
づ
か
い
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
「
あ
そ
ば
せ
言
葉
（
遊
ば
せ
詞
）」

と
い
う
名
称
が
滑
稽
本
の
『
浮
世
風
呂
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
あ
そ
ば
せ
言
葉
」
は
特
に
、
町
人

の
娘
ら
が
武
家
奉
公
に
上
が
っ
た
際
に
学
ん
で
持
ち
帰
り
広
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
＊

浮

世
風
呂
（
式
亭
三
馬
）〔
一
八
〇
九
―
一
三
〕「（
町
人
の
娘
お
さ
め
）
お
し
つ
け
御
奉
公
に
お
上
が
り
遊
ば
す
と
、
夫

こ
そ
最
う
大
和
詞
で
お
人
柄
に
お
な
り
遊
ば
す
だ
。
其
時
に
は
私
の
旦
那
さ
ま
の
や
う
に
片
は
づ
し
か
、

勝
山
に
お
髪
を
お
あ
げ
さ
せ
遊
ば
し
て
、
さ
ぞ
お
美
し
か
ら
う
」
▼
「
あ
そ
ば
せ
言
葉
」
は
、
昭
和
初
期

ま
で
、
現
実
世
界
で
も
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
一
九
五
二
年
に
文
部
省
か
ら
出
さ
れ
た
『
こ

れ
か
ら
の
敬
語
』
に
「
お
い
お
い
に
す
た
れ
る
形
で
あ
ろ
う
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

文
学
作
品
で
は
、
明
治
・
大
正
、
昭
和
前
期
も
含
め
、
成
人
女
性
、
と
り
わ
け
奥
様
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

3
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上
流
階
級
に
属
す
る
女
性
が
多
く
用

い
て
い
る
（〈
奥
様
こ
と
ば
〉）。
＊

金
色
夜

（
尾
崎
紅
葉
）〔
一
八
九

七
―
一
九
〇
二
〕「（
満
枝
）
貴
方
、
嘘

を
お
吐
き
な
さ
る
な
ら
、
も
う
少
し

物
覚
を
善
く
遊
ば
せ
よ
」
▼
同
時

期
、
少
女
雑
誌
の
読
者
投
稿
欄
な
ど

で
見
ら
れ
る
「
よ
く
っ
て
よ
」
な
ど

の
〈
女
学
生
こ
と
ば
〉、
後
の
〈
お

嬢
様
こ
と
ば
〉
に
も
つ
な
が
る
言
葉

の
使
用
者
で
あ
る
少
女
た
ち
が
「
あ

そ
ば
せ
」
を
用
い
る
例
は
一
部
確
認

で
き
る
程
度
で
あ
る
。
＊

桜
貝

（
吉
屋
信
子
）〔
一
九
三
一
〕「（
女
学
生
）

ま
あ
、
そ
ん
な
醜
態
お
止
し
遊
ば
せ
よ
！
」
▼
一
九
五
〇
年
頃
の
少
女
マ
ン
ガ
か
ら
、
文
末
に
「
〜
て

よ
」
や
「
〜（
だ
）
わ
」
を
付
け
る
「
て
よ
だ
わ
言
葉
」
や
「
〜
か
し
ら
」
と
と
も
に
、
お
嬢
様
キ
ャ
ラ
ク

竹宮惠子『風と木の詩⑤』78頁
白泉社（白泉社文庫）、1995年
ⓒ竹宮惠子／白泉社
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タ
ー
を
描
く
際
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
観
念
的
・
戯
画
的
な
お
嬢
様
を
表
す
〈
お
嬢
様
こ
と
ば
〉

と
し
て
、「
ご
め
ん
あ
そ
ば
せ
」
や
「
御
覧
あ
そ
ば
せ
」
な
ど
の
決
ま
っ
た
フ
レ
ー
ズ
で
の
使
用
が
中
心
で

あ
る
。
＊

パ
ー
マ
ン
②
（
藤
子
・
Ｆ
・
不
二
雄
）〔
一
九
八
五
〕「（
お
て
ん
ば
な
女
の
子
パ
ー
子
）
ご
め
ん
あ
そ

ば
せ
」
＊

笑
う
大
天
使
①
（
川
原
泉
）〔
一
九
八
七
〕「
俊
介
様　

夜
中
で
す
の
よ　

お
静
か
に
あ
そ
ば

し
て
♡
」
↓
「
わ
」

﹇
藤
本
﹈

あ
た
い　
　

あ
た
い　
　
（
代
名
詞
）

主
と
し
て
女
性
が
用
い
る
一
人
称
代
名
詞
（〈
女
こ
と
ば
〉）。
男
勝
り
な
性
格
の
女
性
や
教
養
・
知
性
・
品

位
の
低
い
女
性
の
話
し
手
を
想
起
さ
せ
る
。「
〜
ち
ま
う
」（
接
続
助
詞
「
て
」
＋
動
詞
「
し
ま
う
」）、「
〜
す
り
ゃ
」

（
動
詞
「
す
る
」
の
已
然
形
＋
接
続
助
詞
「
ば
」）
な
ど
の
な
ま
り
や
〈
男
こ
と
ば
〉
の
終
助
詞
「
さ
」
な
ど
と
と
も
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
江
戸
時
代
以
降
の
女
性
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。

▼
も
と
も
と
は
東
京
下
町
、
ま
た
は
花か

柳り
ゅ
う

界
の
芸
者
や
芸
者
見
習
い
の
少
女
が
用
い
る
自
称
詞
の
一
つ
で

あ
り
、
主
に
同
等
の
相
手
と
話
す
際
に
用
い
ら
れ
た
。
文
献
に
は
明
治
中
期
頃
か
ら
見
ら
れ
る
。
当
時
は

5
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「
流
行
に
敏
感
な
若
い
世
代
の
女
性
」
を
想
起
さ
せ
る
役
割
語
で
も
あ
っ
た
。「
あ
た
い
」
が
一
般
的
な
女

性
像
か
ら
外
れ
た
位
置
に
い
る
女
性
を
担
う
言
葉
と
な
っ
た
の
は
、「
わ
た
く
し
」
の
く
だ
け
た
形
と
し
て

「
わ
た
し
」「
あ
た
し
」「
あ
た
い
」
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
「
あ
た
い
」
は
「
わ
た
く
し
」
と
の
違
い

（
音
変
化
の
度
合
い
）
が
最
も
大
き
い
た
め
、
よ
り
俗
語
的
な
、
下
品
な
表
現
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
。
＊

東
京
婦
人
の
通
用
語
（
竹
内
久
一
）〔
一
九
〇
七
〕「
ア
タ
イ
だ
の
、
否い

や

ヨ
だ
の
云
ふ
言
葉
は
、

あ
れ
は
元
来
芸げ

い

妓し
や

屋や

の
言
葉
な
ん
だ
。（
中
略
）
其そ

の

芸げ
い

妓し
や

に
し
ろ
、
ア
タ
イ
な
ん
て
云
ふ
言
葉
は
、
同
輩
の

間
に
使
つ
た
も
の
で
、
お
客
の
前
へ
出
て
は
勿む

論ろ
ん

、
姉
え
さ
ん
に
対
し
て
も
、
以
前
は
決
し
て
使
は
な
か

つ
た
。
必
ら
ず
ア
タ
シ
と
言
つ
た
も
の
で
あ
る
。
又
よ
く
つ
て
ヨ
と
か
否
ヨ
と
か
云
ふ
言
葉
は
（
中
略
）
之こ

れ
と
て
も
内
輪
の
通
用
語
で
、
他よ

所そ

行ゆ

き
言
葉
で
は
な
か
つ
た
」
＊

そ
め
ち
が
へ
（
森
鷗
外
）〔
一
八
九

七
〕「（
芸
者
の
兼
吉
）
何な

に

、
人ひ

と

を
、
そ
ん
な
つ
ひ
通と

お
りの

分い
い

疏わ
け

を
聞
く
あ
た
い
だ
と
お
思
ひ
か
、
帰
る
な
ら
お
帰

り
」
▼
昭
和
に
入
る
頃
か
ら
は
個
人
の
中
で
使
い
分
け
る
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
特
定
の

人
物
像

―「
一
般
的
な
女
性
像
」
か
ら
外
れ
る
女
性
像
（
男
勝
り
、
す
れ
っ
か
ら
し
、
非
教
養
層
な
ど
）
―
を

反
映
す
る
自
称
詞
と
な
っ
て
い
く
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
で
は
、「
わ
た
し
／
あ
た
し
」
を
用
い
る
人
物

（
＝
一
般
的
な
女
性
）
と
対
照
さ
せ
て
描
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
『
雪
の
女
王
』
の
翻
訳
作
品

で
は
追
い
は
ぎ
の
娘
に
「
あ
た
い
」
を
充
て
、
町
の
娘
に
「
あ
た
し
」
を
用
い
て
い
る
。
＊

雪
の
女

王
・
五
（
原
作
：
ハ
ン
ス
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
・
訳
：
楠
山
正
雄
）〔
一
九
五
〇
〕「（
追
い
は
ぎ
の
娘
↓
町
の

6



娘
）
あ
た
い
、（
中
略
）
お
ま
え
を
こ
ろ
さ
せ
や
し
な
い
こ
と
よ
。
お
ま
え
は
ど
こ
か
の
王
女
じ
ゃ
な
く
て
。」

＊

お
ね
が
い
マ
イ
メ
ロ
デ
ィ
〜
く
る
く
る
シ
ャ
ッ
フ
ル
！
〜
・
第
七
話
（
原
案
：
サ
ン
リ
オ
、
福
嶋
一

芳
・
脚
本
：
山
田
隆
司
）〔
二
〇
〇
六
〕「（
ク
ロ
ミ
﹇
姉
御
肌
の
ウ
サ
ギ
﹈）
あ
た
い
余
計
に
腹
が
立
っ
ち
ま
っ
た
！
」

▼
一
九
八
〇
年
代
の
不
良
ブ
ー
ム
に
乗
り
、
ス
カ
ー
ト
丈
の
長
い
セ
ー
ラ
ー
服
を
着
用
し
、
竹
刀
や
メ
リ

ケ
ン
サ
ッ
ク
な
ど
の
武
器
を
手
に
し
た
不
良
少
女
（
ス
ケ
バ

ン
）
像
が
広
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
あ
た
い
」
が
担
う
人
物

像
と
し
て
典
型
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
〈
ス
ケ
バ
ン

語
〉
で
あ
る
。
＊

不
良
少
女
と
呼
ば
れ
て
・
第
四

回
（
原
作
：
原
笙
子
）〔
一
九
八
四
〕「（
少
年
院
の
教
務
官
↓
元
ス
ケ

バ
ン
）
あ
た
い
で
は
な
い
で
し
ょ
？　

汚
い
言
葉
を
使
う
と

心
の
中
ま
で
汚
く
な
る
ん
で
す
よ
（
中
略
）
わ
た
し
と
言
い

な
さ
い
」
＊

バ
リ
ハ
ケ
ン
④
（
鈴
木
信
也
）〔
二
〇
〇

九
〕「（
ス
ケ
バ
ン
集
団
メ
ン
バ
ー
↓
総
長
）
ア
タ
イ
達
も
で
き

り
ゃ
姉あ

ね

御ご

に
手
出
し
な
ん
か
し
た
く
な
い
ん
す
よ
」
↓

「
て
」「
わ
」

﹇
依
田
﹈

鈴木信也『バリハケン④』138頁
集英社（ジャンプコミックス）、2009年
ⓒ鈴木信也／集英社
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あ
た
く
し　
　

私　
　
（
代
名
詞
）

⬇
「
わ
た
く
し
」

あ
た
し　
　

あ
た
し　
　
（
代
名
詞
）

男
女
と
も
に
用
い
る
一
人
称
代
名
詞
。「
わ
た
く
し
」
が
音
変
化
し
て
で
き
た
も
の
。
明
治
時
代
か
ら
文
献

に
現
れ
る
。「
わ
た
く
し
」
が
丁
寧
な
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
、
く
だ
け
た
、
俗
語
的
な
印
象
が
あ
る
。

▼
役
割
語
と
し
て
は
、
一
般
的
な
女
性
像
を
表
す
〈
女
こ
と
ば
〉
で
あ
り
、
特
に
活
発
、
お
転
婆
な
女
性

を
想
起
さ
せ
る
。
女
性
と
し
て
ふ
る
ま
う
人
物
が
、
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
用
い
る
。
同
様
の
女
性

像
を
担
う
自
称
詞
と
し
て
他
に
「
わ
た
し
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
「
あ
た
し
」
に
は
堅
苦
し
さ

の
な
い
、
よ
り
自
然
体
の
女
性
像
や
、
幼
さ
、
生
意
気
さ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
＊

 I Love You 

Baby

①
（
小
森
み
っ
こ
）〔
二
〇
一
四
〕「（
美
玲
﹇
中
学
一
年
生
﹈
↓
弟
）
図
書
室
で
借
り
た
の　

あ
の
ね
あ
た
し

…
」
▼
明
治
・
大
正
期
の
小
説
で
は
、「
あ
た
し
」
を
用
い
る
の
は
、
幼
く
、
女
性
ら
し
い
落
ち
着
き
や
つ

つ
ま
し
さ
が
ま
だ
身
に
付
い
て
い
な
い
少
女
や
、
お
転
婆
で
思
っ
た
こ
と
を
な
ん
で
も
口
に
出
す
活
発
な
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若
い
女
性
が
多
い
。
＊

梅
龍
の
話
（
小
山
内
薫
）〔
一
九
一
一
〕「（
芸
者
の
梅
龍
）
あ
た
し
、
ど
き
つ
と
し
て

よ
。
あ
た
し
が
穿は

い
て
出
た
下
駄
に
違
ひ
な
い
ん
で
す
も
の
。（
中
略
）
あ
た
し
そ
の
小
玉
さ
ん
と
か
言
ふ

人
に
あ
や
ま
つ
た
わ
。
あ
た
し
、
あ
や
ま
る
の
大
嫌
ひ
だ
け
ど
も
、
泥
坊
つ
て
言
は
れ
る
の
は
厭い

や

だ
か
ら

あ
や
ま
つ
た
の
。」
▼
そ
の
後
、
社
会
通
念
上
の
女
性
像
に
も
変
化
が
生
じ
、
活
動
的
な
女
性
が
一
般
的
と

な
っ
た
。
現
代
で
は
「
あ
た
し
」
は
広
く
一
般
的
な
女
性
を
表
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
代
わ
っ
て
、「
あ

た
し
」
の
範
囲
か
ら
外
れ
る
女
性
像
（
男
勝
り
、
す
れ
っ
か
ら
し
、
非
教
養
層
な
ど
）
の
自
称
詞
に
は
、
よ
り
く
だ

け
た
形
の
「
あ
た
い
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
▼
〈
お
ば
あ
さ
ん
語
〉
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。
家
庭
の

中
で
祖
母
の
位
置
に
あ
る
一
般
的
な
「
お
ば
あ
さ
ん
（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ま
）」
が
用
い
る
。
係
助

詞
「
は
」
を
伴
っ
て
「
あ
た
し
は
」
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
な
ま
っ
て
「
あ
た
し
ゃ
」
と
な
る
こ
と
が

特
徴
的
で
あ
る
。
▼
妖
術
や
拳
法
な
ど
の
特
殊
な
能
力
を
持
つ
老
女
が
「
わ
し
」
と
自
称
し
、
断
定
の
助

動
詞
「
じ
ゃ
」
な
ど
、
西
日
本
方
言
的
な
〈
老
人
語
〉
を
話
す
の
に
対
し
、
一
般
的
な
「
お
ば
あ
さ
ん
」

は
「
〜
ち
ま
う
」、「
〜
な
ん
ざ
」
な
ど
の
な
ま
り
や
、
断
定
の
助
動
詞
「
だ
」
を
使
用
す
る
な
ど
、
江
戸

語
・
関
東
語
的
な
言
葉
を
話
す
。「
わ
し
」
と
自
称
す
る
老
女
に
怪
し
さ
や
威
厳
・
強
さ
が
想
起
さ
れ
る
の

に
対
し
、「
あ
た
し
」
と
自
称
す
る
「
お
ば
あ
さ
ん
」
に
は
、
柔
ら
か
さ
や
や
さ
し
さ
と
い
っ
た
女
性
性
が

イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
。
＊

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
あ
・
げ
・
る
（
一
条
ゆ
か
り
）〔
一
九
八
九
〕「（
藤
間
萩
﹇
祖
母
﹈
↓

孫
）
グ
ズ
グ
ズ
文
句
い
う
子
は
あ
た
し
ゃ
き
ら
い
だ
よ
」
▼
〈
江
戸
こ
と
ば
〉
の
一
部
と
し
て
江
戸
の
町
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人
男
性
を
表
す
。
青
年
層
か
ら
ご
隠
居
ま
で
、
主
に
大
人
が
用
い
る
。
＊

寝
床
（
古
今
亭
志
ん
朝
）〔
二

〇
〇
三
〕「（
旦
那
↓
使
用
人
）
も
う
あ
た
し
ゃ
寝
る
ん
だ
。」
＊

朱
房
の
小
天
狗
①
（
う
し
お
そ
う
じ
）〔
一

九
五
五
〕「（
商
人
↓
岡
っ
引
き
）
だ
っ
て
あ
た
し
が
ず
ー
っ
と
い
っ
し
ょ
に
つ
い
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
」
▼
〈
下

町
こ
と
ば
〉
の
一
部
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
東
京
の
下
町
で
生
活
を
営
む
成
人
男
性
、
あ
る
い
は
東
京

落
語
の
咄
家
を
想
起
さ
せ
る
。
＊

新
・
男
は
つ
ら
い
よ
（
監
督
：
小
林
俊
一
）〔
一
九
七
〇
〕「（
弁
天
屋
﹇
下

町
の
男
性
﹈）
い
や
あ
、
あ
た
し
ゃ
ね
え
、
あ
ち
ら
は
ま
だ
世
が
明
け
た
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が

ね
」
＊

昭
和
元
禄
落
語
心
中
①
（
雲
田
は
る
こ
）〔
二
〇
一
一
〕「（
東
京
落
語
の
咄
家
）
コ
レ
ね
弟
子
っ

て
ぇ
か
ま
あ　

犬
ッ
コ
ロ
み
て
え
な
も
ん
で
ア
タ
シ
も
う
っ
か
り
し
た
も
ん
で
す
」
▼
同
様
に
江
戸
・
東

京
下
町
ら
し
さ
を
表
す
自
称
詞
に
「
あ
っ
し
」
が
あ
る
。「
あ
っ
し
」
が
職
人
や
、
渡
世
人
な
ど
に
用
い
ら

れ
て
威
勢
の
良
さ
を
担
う
の
に
比
べ
る
と
、「
あ
た
し
」
に
は
上
品
さ
や
知
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
映
画
『
続
・
男
は
つ
ら
い
よ
』
の
中
で
、
東
京
都
葛
飾
区
柴
又
の
出
身
で
あ
る
渡
世
人
の
車
寅
次
郎

は
、
普
段
は
「
あ
っ
し
」
と
自
称
す
る
が
、
夜
店
で
い
ん
ち
き
な
占
い
を
行
う
際
に
は
、
観
衆
を
信
用
さ

せ
て
儲
け
を
得
る
た
め
に
、「
あ
た
し
」、
あ
る
い
は
「
あ
た
く
し
」
を
用
い
て
い
る
。
＊

続
・
男
は

つ
ら
い
よ
（
監
督
：
山
田
洋
次
）〔
一
九
六
九
〕「（
車
寅
次
郎
）
あ
な
た
だ
っ
て
そ
の
一
つ
に
す
が
り
た
い
よ
う
な

悩
み
が
あ
る
か
ら
、
あ
た
し
の
話
を
聞
い
て
る
ん
だ
ね
え
。」

﹇
依
田
﹈
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