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【
エ
ッ
セ
イ
】

陳
述
の
ゆ
く
え

―
辞
苑
閑
話
・
三 

―

工　

藤　

力　

男

あ
り
ふ
れ
た
光
景

特
に
珍
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
い
く
つ
か
の
言
語
表
現
に

着
目
し
た
光
景
を
お
目
に
か
け
た
い
。
例
に
よ
っ
て
通
し
番
号
を
つ

け
る
。

1　

し
か
し
、
私
は
中
年
に
な
り
た
く
な
い
と
念
じ
た
。
あ
ん
な

み
っ
と
も
な
い
中
年
男
に
な
る
く
ら
い
な
ら
（
ひ
ょ
っ
と
し

た
ら
父
の
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
）、
死
ん
だ
ほ
う
が

ま
し
だ
と
思
っ
た
。
い
ま
、
四
十
歳
を
す
ぎ
て
中
年
と
い
わ

れ
る
が
、
別
に
居
心
地
は
悪
く
な
い
。

2　

こ
の
本
は
古
書
店
で
探
す
の
も
大
変
だ
っ
た
が
、
土
井
さ
ん

の
訳
も
お
そ
ら
く
原
文
に
輪
を
か
け
て
難
解
な
も
の
だ
っ

た
。

3　

最
初
に
書
い
た
長
い
詩
は
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
濃
く
て
、
小
説

に
仕
立
て
た
方
が
よ
か
っ
た
と
み
な
に
言
わ
れ
た
。
一
人
の

若
者
が
海
辺
に
行
っ
て
、
や
が
て
港
か
ら
船
に
乗
っ
て
南
の

島
々
を
転
々
と
し
、
や
が
て
溺
れ
て
死
ん
で
、
た
ぶ
ん
再
生

す
る
。

4　
『
も
し
か
し
て
愛
だ
っ
た
』　

私
が
い
ち
ば
ん
欲
し
い
も
の
、

そ
れ
は
、
も
し
か
し
て
…
…

5　

こ
こ
に
一
枚
の
新
聞
が
あ
る
。
昭
和
二
十
七
年
三
月
二
日
の

毎
日
新
聞
で
あ
る
。
じ
つ
は
今
日
、
一
緒
に
鶴
に
逢
い
に
来

た
歌
友
の
松
本
ノ
リ
子
さ
ん
の
伯
母
さ
ん
の
記
事
が
載
っ
て
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い
る
。

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
作
家
・
歌
人
の
文
章
の
一
節
あ
る
い
は
書
名
か

ら
え
た
も
の
で
あ
る
。
節
題
に
「
あ
り
ふ
れ
た
」
の
語
を
か
ぶ
せ
た

よ
う
に
、
日
常
的
な
光
景
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
光
景
を
通
し
て

日
本
語
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
る
（
括
弧
内
の
年
次
表
記
は
キ
リ
ス
ト

暦
に
よ
る
）。

森
鷗
外
『
澀
江
抽
齋
』
か
ら

5
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
わ
た
し
は
こ

れ
に
微
妙
な
違
和
感
を
覚
え
る
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
じ
つ
は
」

に
関
わ
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
己
れ
一
個
の
偏
向
な
の
か
、
同
様
に
感

ず
る
人
が
ほ
か
に
も
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
知
り
た
か
っ
た
。
そ
こ
で

例
に
よ
っ
て
、
岐
阜
日
本
語
教
育
研
究
会
会
員
の
意
見
を
き
い
た
、

「
次
の
6
と
7
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
A
・
B
い
ず
れ
を
自
然
な
日

本
語
だ
と
感
じ
ま
す
か
」
と
。

6
A　

ね
え
さ
ん
、
ぼ
く
は
実
は
靴
下
一
足
買
う
お
金
も
な
い
。

B　

ね
え
さ
ん
、
ぼ
く
は
実
は
靴
下
一
足
買
う
お
金
も
な
い
ん

で
す
。

7
A　

正
保
四
年
と
刻
し
て
あ
っ
て
も
、
実
は
正
保
二
年
に
作
っ

た
と
い
う

B　

正
保
四
年
と
刻
し
て
あ
っ
て
も
、
実
は
正
保
二
年
に
作
っ

た
も
の
だ
と
い
う

森
鴎
外
『
澀
江
抽
齋
』
の
用
例
に
少
し
手
を
い
れ
た
6
A
と
、
前

後
を
省
い
た
7
A
、
そ
れ
に
対
比
す
べ
く
文
末
を
少
し
か
え
て
作
っ

た
6
B
と
7
B
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
、
す
な
わ
ち
鴎

外
の
原
文
を
太
字
の
番
号
の
も
と
に
掲
げ
る
。

6
A　
「
姉
さ
ん
、
わ
た
し
は
實
は
褌
一
本
買
ふ
銭
も
無
い
。」

（
そ
の
四
十
）

7
B　
「
此
本
が
正
保
四
年
と
刻
し
て
あ
つ
て
も
、
實
は
正
保
二

年
に
作
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
（
略
）」（
そ
の
三
）

『
澀
江
抽
齋
』
に
は
「
實
は
」
が
八
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
A
型
は
二
つ
、
い
ず
れ
も
会
話
の
中
に
あ
り
、
B
型
は
六
つ
、

い
ず
れ
も
地
の
文
に
あ
る
。
A
型
の
残
る
一
つ
（
8
）
と
、
B
型
の

う
ち
の
短
い
一
つ
（
9
）
を
あ
げ
る
。

8　
「
實
は
そ
れ
に
用
立
つ
お
講
釈
が
承
り
た
さ
に
、
ご
足
労
を

願
ひ
ま
し
た
。」（
そ
の
三
十
九
）

9　

善
庵
、
名
は
鼎
、
字
は
五
鼎
、
實
は
江
戸
の
儒
家
片
山
兼
山

の
子
で
あ
る
。（
そ
の
三
十
八
）

右
に
は
二
つ
に
わ
け
て
「
～
型
」
と
名
づ
け
た
。
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
だ
が
、「
じ
つ
は
」
が
係
り
ゆ
く
先
の
述
語
は
、
A
型
が
、
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6
「
褌
一
本
買
ふ
銭
も
無
い
」、
8
「
ご
足
労
を
願
ひ
ま
し
た
」
で

あ
り
、
B
型
が
、
6
「
ん
で
す
」、
7
「
も
の
だ
」、
9
「
子
で
あ

る
」
の
ほ
か
、「
定
で
あ
る
」「
季
の
弟
で
あ
る
」「
妾
で
あ
る
」「
あ

つ
た
の
で
あ
る
」
と
な
る
。
B
型
の
述
語
は
す
べ
て
広
義
の
名
詞
で

あ
る
。

わ
た
し
の
語
意
識
は
B
型
を
是
と
し
、
A
型
の
文
に
は
違
和
感
を

覚
え
る
。
鴎
外
は
こ
の
著
作
で
明
確
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ

う
が
、
地
の
文
で
は
B
型
が
自
然
に
と
ら
れ
、
会
話
文
で
は
必
ず
し

も
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
、
わ
た
し
は
そ
う
考
え
て
い
る
。
研
究
会

員
の
感
想
は
、
み
ん
な
B
型
を
自
然
だ
と
し
、
わ
た
し
の
語
感
と
同

じ
で
あ
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
・
ジ
ャ
マ
シ
イ
編
著
『
教
師
と
学
習
者
の
た
め
の
日
本

語
文
型
辞
典
』（
く
ろ
し
お
出
版　

1998

）
の
【
じ
つ
は
】
の
項
は
、

「
じ
つ
は
」「
じ
つ
を
い
う
と
」「
じ
つ
の
と
こ
ろ
」
の
三
つ
か
ら
な

り
、
例
文
が
十
一
あ
る
。
内
訳
は
、「
⑴
今
ま
で
黙
っ
て
い
た
け
れ

ど
、
実
は
先
月
、
会
社
を
首
に
な
っ
た
ん
だ
。」
以
下
、
名
詞
文
が

十
、
残
る
「
実
は
急
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
。」
は
文
末

が
不
明
で
あ
る
。

な
お
、『
澀
江
抽
齋
』
の
用
例
探
し
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ

イ
ト
「
青
空
文
庫
」
に
よ
る
が
、
ほ
か
に
夏
目
漱
石
『
我
輩
は
猫
で

あ
る
』
に
つ
い
て
も
検
索
し
、「
じ
つ
は
」
の
用
例
四
十
六
を
え
た
。

『
猫
』
の
文
章
は
話
し
こ
と
ば
の
要
素
が
強
い
う
え
に
会
話
も
長
い

の
で
、
二
作
品
を
直
接
く
ら
べ
る
こ
と
は
余
り
適
当
で
は
な
い
と
思

う
が
、
B
型
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。

じ
つ
は

当
面
の
語
に
つ
い
て
辞
書
の
記
述
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』
は
、「
じ
つ
／
じ
ち
」
を

名
詞
と
し
て
掲
げ
、「
形
容
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
」
と
し
、

挙
例
に
『
史
記
抄
十
一
』
の
「
名
ハ
県
ナ
レ
ド
モ
、
実
は
大
ナ
ホ
ド

ニ
郡
ヂ
ヤ
ゾ
」
が
あ
る
。
こ
の
「
実
」
は
現
代
語
「
実
態
」
に
置
き

か
え
て
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

明
治
期
の
辞
書
、『
言
海
』『
こ
と
ば
の
泉
』
の
記
述
も
「
じ
つ
」

を
名
詞
と
す
る
。
現
在
の
日
本
語
で
名
詞
の
用
例
と
い
う
と
、「
じ

つ
が
な
い
」「
じ
つ
の
親
子
」「
じ
つ
の
と
こ
ろ
」
な
ど
限
定
的
で
、

副
詞
「
じ
つ
は
」「
じ
つ
に
」
に
み
る
も
の
が
大
半
で
あ
ろ
う
。
百

年
の
あ
い
だ
に
大
き
く
変
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
以
下
、『
日
国
大
』
と
略
記
）
の

「
じ
つ
は
」
の
初
出
文
献
は
、
室
町
時
代
の
『
四
河
入
海
』
で
あ
る

が
、
確
か
に
副
詞
だ
と
い
え
る
用
例
の
多
く
な
い
こ
と
は
、
右
に
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『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。『
日
国
大
』
の
続

く
挙
例
は
、
加
藤
弘
之
『
交
易
問
答
』（1869

）
以
下
、
二
葉
亭
四

迷
『
浮
雲
』、
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』、
い
ず
れ
も
B
型
で

あ
る
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
他
の
辞
書
の
挙
例
を
み
る
と
、『
大
辞
泉
』

（2005

）
は
「

―
私
が
企
て
た
事
な
の
で
す
」、『
岩
波
国
語
辞
典
』

第
七
版
（2009

）
は
「
連
語
」
と
し
て
、「

―
ぼ
く
が
や
っ
た
ん

だ
」
を
あ
げ
て
い
る
。
用
例
は
い
ず
れ
も
B
型
で
あ
る
。

『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』（1985

）
は
、
夏
目
漱
石
『
倫
敦
塔
』
の

「
塔
と
云
ふ
は
単
に
名
前
の
み
で
、
―
幾
多
の
櫓
か
ら
成
り
立
つ
」、

二
葉
亭
四
迷
『
平
凡
』
の
「

―
、
極
く
内
々
の
話
だ
が
」
で
A
・

B
一
例
ず
つ
、『
広
辞
苑
』
第
六
版
（2008

）
の
「

―
困
っ
て
ま

す
」
は
A
型
で
あ
る
。

前
節
に
か
い
た
よ
う
に
、「
じ
つ
は
」
に
対
す
る
、
わ
た
し
ど
も

の
語
感
が
見
当
違
い
で
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
係
り
ゆ
く
先
は
名
詞
述

語
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
も
形
式
名
詞
な
ど
と
よ
ば

れ
る
「
の
／
ん
／
も
の
」
な
ど
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
に
「
だ

／
で
あ
る
／
で
す
」
な
ど
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
「
判
定

詞
／
断
定
の
助
動
詞
」
と
か
称
さ
れ
る
。

日
本
の
学
校
で
中
等
教
育
を
う
け
た
人
な
ら
、
こ
こ
ま
で
の
論
述

を
よ
ん
で
、「
じ
つ
は
」
を
名
詞
文
の
断
定
の
述
語
に
係
る
副
詞
、

す
な
わ
ち
陳
述
副
詞
の
一
種
と
解
釈
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
山

田
孝よ

し

雄お

『
日
本
文
法
学
概
論
』（1936

）
に
発
す
る
こ
の
名
称
は
、

日
本
語
文
法
の
記
述
や
教
育
に
長
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。
近
年
は

「
呼
応
／
予
告
／
叙
述
／
誘
導
の
副
詞
」
な
ど
と
も
よ
ば
れ
る
。「
じ

つ
は
」
ば
か
り
で
は
な
い
。
先
掲
の
1
乃
至
4
も
、「
も
し
か
し
て
」

「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」
を
含
む
ゆ
え
に
あ

げ
た
の
で
あ
る
。

管
見
で
は
、「
じ
つ
は
」
を
陳
述
副
詞
と
し
た
辞
書
は
見
あ
た
ら

な
い
が
、
唯
一
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
第
二
版
）（2010

）
の
記
述

は
注
目
に
値
す
る
。
次
に
全
文
を
掲
げ
る
。

〔
副
〕
こ
れ
ま
で
は
と
も
か
く
、
以
下
で
正
直
に
事
実
を
述
べ

る
と
い
う
、
話
し
手
の
伝
達
態
度
を
表
す
。
事
実
を
言
え
ば
。

本
当
の
と
こ
ろ
は
。「

―
す
べ
て
作
り
話
な
の
だ
」「

―
こ

れ
か
ら
出
か
け
る
ん
で
す
」

挙
例
は
二
つ
と
も
B
型
で
あ
る
。
明
確
に
は
か
い
て
な
い
が
、
陳
述

副
詞
と
解
釈
し
て
い
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
う
も
の

の
、
こ
の
記
述
は
副
詞
の
語
義
記
述
と
し
て
は
い
さ
さ
か
異
例
で
あ

る
。
冒
頭
の
「
こ
れ
ま
で
云
々
」
は
先
行
す
る
文
脈
を
う
け
て
い
る

こ
と
を
明
示
し
、
こ
れ
は
接
続
詞
の
特
徴
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
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え
て
他
の
辞
書
を
み
る
と
、『
新
明
解
国
語
辞
典
』
初
版
（1972

）

が
「
接
続
詞
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

き
っ
と

「
じ
つ
は
」
に
陳
述
副
詞
臭
を
感
ず
る
わ
た
し
の
語
意
識
は
、
じ

つ
は
、
な
お
い
く
つ
か
の
語
に
も
そ
れ
を
嗅
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
「
き
っ
と
」。
こ
の
語
に
つ
い
て
、
先
人
た
ち

が
い
か
に
記
述
し
て
き
た
か
を
み
よ
う
。

ヘ
ボ
ン
『
和
英
語
林
集
成
』
の
「K

IT
T
O　

キ
ツ
ト
、
急
度
」
の

項
は
、
第
三
版
に
「（coll.)

」
が
加
わ
っ
た
以
外
、
初
版
・
再
版
の

記
述
と
異
な
ら
ず
、
対
訳
語
は
「surely; certainly;  positively; 

w
ithout  fail;  attentively;  fixedly:

」、
シ
ノ
ニ
ム
は
「
シ
カ
ト
、
タ

シ
カ
ニ
」
で
あ
る
。
な
お
、「
急
度
」
は
中
世
以
来
、
最
も
一
般
的

な
当
て
字
で
あ
っ
た
。

『
日
国
大
』
は
語
義
記
述
を
二
分
し
、
一
は
「
動
作
、
行
為
が
、

物
理
的
、
心
理
的
に
ゆ
る
み
の
な
い
状
態
で
行
な
わ
れ
る
時
の
、
そ

の
ゆ
る
み
の
な
い
さ
ま
。」
と
し
て
、
十
三
世
紀
の
『
保
元
物
語
』

以
下
の
用
例
十
九
を
あ
げ
る
。
二
は
「
判
断
、
推
定
が
ほ
ぼ
確
実
、

ま
た
、
確
実
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
希
望
す
る
時
の
、
そ
の
確
実
な
さ

ま
。
間
違
い
な
く
。」
と
す
る
。

二
は
さ
ら
に
三
分
さ
れ
、
①
「
あ
る
動
作
が
行
わ
れ
る
、
ま
た

は
、
あ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
さ
ま
に
い
う
。
必
ず
。」
に
、

浮
世
草
子
『
傾
城
色
三
味
線
』
の
「
急
度
御
礼
申
事
じ
ゃ
」
以
下
四

つ
の
例
文
が
あ
る
。
②
は
「
あ
る
事
が
ら
に
つ
い
て
、
自
分
の
判
断

が
確
実
で
あ
る
と
信
ず
る
時
に
い
う
。」
と
し
て
、
江
戸
時
代
末
の

『
颶
風
新
話
』
の
「
屹
度
そ
う
じ
ゃ
」
以
下
四
例
。
③
は
現
代
語
の

「
相
手
に
、
必
ず
こ
う
し
て
ほ
し
い
と
要
望
す
る
気
持
を
表
わ
す
。

必
ず
。」
と
し
て
、
出
典
の
な
い
「
き
っ
と
来
て
ね
」
一
つ
を
あ
げ

る
。
こ
の
辞
書
の
語
義
記
述
は
、
ヘ
ボ
ン
の
そ
れ
に
近
い
。「
屹
度
」

も
よ
く
用
い
ら
れ
た
当
て
字
で
あ
る
。

あ
と
一
つ
、『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館　

1983

）
の
「
き
っ
と
」

の
項
を
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
き
っ
と
」
を
「
き
と
」
の
促
音
便
と

し
、「
①
急
に
。
さ
っ
と
。
と
っ
さ
に
」「
②
厳
重
に
。
厳
し
く
」

「
③
間
違
い
な
く
。
必
ず
。
確
か
に
」「
④
じ
っ
と
。
し
っ
か
り
と
」

に
わ
け
て
語
義
を
掲
げ
て
い
る
。
項
末
の
「
語
誌
」
欄
の
記
述
は
注

目
に
値
す
る
の
で
全
文
を
ひ
く
。

も
と
擬
態
語
で
、
①
の
よ
う
に
動
作
の
俊
敏
な
さ
ま
を
い
う
場

合
と
②
③
④
の
よ
う
に
確
固
た
る
さ
ま
を
い
う
場
合
と
が
あ
っ

た
。
い
ず
れ
も
中
世
以
降
に
用
例
が
み
え
る
が
、
時
代
を
経
る

に
従
っ
て
後
者
が
主
流
を
占
め
、
現
代
語
の
陳
述
副
詞
「
き
っ
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と
」
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た
。［
井
手
至
］

現
代
語
の
「
き
っ
と
」
を
陳
述
副
詞
と
言
い
き
っ
た
人
が
い
た
の
で

あ
る
。

執
筆
者
の
井
手
さ
ん
に
は
論
文
「
副
用
語
の
機
能
」
が
あ
り
、
著

作
集
『
遊
文
録　

国
語
学
篇
』（
和
泉
書
院　

1996

）
の
第
三
篇
第
一

章
の
「
四　

陳
述
副
詞
・
演
述
副
詞
・
叙
述
副
詞
の
機
能
」
に
み
ら

れ
る
。
例
文
「
き
っ
と
ジ
ェ
ッ
ト
機
だ
。
お
そ
ら
く
成
功
す
る
だ
ろ

う
。
は
た
し
て
出
来
る
か
な
。」
を
あ
げ
て
、

右
に
掲
げ
た
も
の
は
、
主
と
し
て
一
定
の
演
述
を
強
調
的
に
先

触
れ
し
、
そ
れ
と
呼
応
し
つ
つ
そ
こ
に
或
る
色
あ
い
を
添
え
る

と
こ
ろ
の
副
用
語
で
、
従
来
、
陳
述
副
詞
と
い
わ
れ
て
い
た
も

の
の
多
く
は
、
こ
れ
に
属
す
る
。

と
の
べ
て
い
る
。
大
阪
市
立
大
学
の
『
人
文
研
究
』
第
九
巻
二
号

（1958

）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

井
手
論
文
に
促
さ
れ
て
探
す
と
、
灯
台
も
と
暗
し
、『
日
本
文
法

大
辞
典
』（
明
治
書
院　

1971

）
の
「
陳
述
副
詞
」
が
あ
っ
た
。
鈴
木

一
彦
さ
ん
の
執
筆
で
、
陳
述
副
詞
を
「
①
述
語
に
断
定
を
要
す
る
も

の
」「
②
述
語
に
疑
惑
・
仮
定
を
要
す
る
も
の
」
に
二
分
し
て
い
る
。

そ
の
①
の
「
イ　

肯
定
」
に
「
か
な
ら
ず　

ぜ
ひ　

き
っ
と
」
が
あ

る
。

そ
の
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
は
、
渡
辺
実
さ
ん
執
筆
の
「
呼
応
」

も
立
項
し
て
い
る
。

特
に
呼
応
と
い
う
の
は
、「
も
し
面
白
か
っ
た
ら
」「
た
と
え
笑

わ
れ
て
も
」「
決
し
て
嘘
を
つ
き
ま
せ
ん
」「
き
っ
と
ア
メ
リ
カ

人
だ
」
の
よ
う
な
、
叙
法
に
か
か
わ
る
呼
応
に
限
ら
れ
る
。

「
き
っ
と
」
を
「
陳
述
副
詞
」「
呼
応
の
副
詞
」
と
認
定
し
た
人

が
、
少
な
く
と
も
三
人
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
博
捜
し
た
ら
さ
ら

に
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
近
年
の
文
法
書
が
い

か
に
記
述
し
て
い
る
か
を
の
ち
に
見
よ
う
。

と
て
も
・
全
然

前
節
の
「
き
っ
と
」
を
よ
ん
で
、
そ
う
い
う
語
な
ら
ほ
か
に
も
あ

る
な
あ
、
と
思
っ
た
人
が
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
が
「
と
て

も
」
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
発
言
と
し
て
特
に
有
名
な
の
が
、
芥
川
龍
之
介

「
澄
江
堂
雑
記
」（1924

）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
と
て
も
安
い
」

「
と
て
も
寒
い
」
な
ど
の
表
現
が
東
京
の
こ
と
ば
に
な
り
始
め
た
の

は
、
数
年
前
か
ら
の
こ
と
、
そ
れ
以
前
は
「
と
て
も
か
な
は
な
い
」

「
と
て
も
纏
ま
ら
な
い
」
の
よ
う
に
、
必
ず
否
定
を
伴
う
も
の
だ
っ

た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
芥
川
は
、
元
禄
四
年
刊
の
『
猿
蓑
』
に
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「
秋
風
や
と
て
も
芒
は
う
ご
く
は
ず　

三
河　

子
伊
」
を
見
い
だ
し

て
、
か
か
る
用
法
は
三
河
方
言
だ
ろ
う
、
三
河
か
ら
江
戸
へ
移
住
す

る
ま
で
に
二
百
年
余
か
か
っ
た
わ
け
だ
、
と
か
い
て
い
る
。
大
正
十

三
年
に
「
数
年
前
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
芥
川
は
大
正
期
に
な
っ
て

か
ら
の
現
象
と
み
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
ょ
っ
と
大
き
な
辞
書
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
二
百
年
ど
こ

ろ
の
話
で
は
な
い
。
閑
吟
集
の
「
人
か
ひ
舟
は
沖
を
こ
ぐ
、
と
て
も

売
ら
る
ゝ
身
を
、
た
だ
静
に
漕
よ
、
船
頭
殿
」
な
ど
に
み
る
よ
う

に
、
か
か
る
用
法
は
中
世
に
も
多
い
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
の
言

語
形
成
期
は
、
生
後
十
四
五
年
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
期
間
に
身
に
つ

い
た
言
語
規
範
は
言
語
運
用
を
支
配
す
る
。「
と
て
も
」
を
否
定
表

現
と
呼
応
す
る
も
の
と
習
得
し
た
芥
川
に
と
っ
て
、
肯
定
表
現
と
の

呼
応
が
不
快
に
感
じ
ら
れ
た
の
は
無
理
も
な
い
。
だ
が
、『
日
国
大
』

の
挙
例
に
は
、
谷
崎
潤
一
郎
、
石
川
淳
な
ど
の
作
品
に
、
必
ず
し
も

俗
語
と
は
い
え
な
い
、
肯
定
表
現
と
呼
応
す
る
「
と
て
も
」
を
み
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
人
は
十
九
世
紀
末
の
出
生
で
、
ほ
ぼ
同
年
代

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

言
語
史
の
学
者
、
意
味
論
の
研
究
者
、
辞
書
の
編
纂
者
な
ど
、
こ

と
ば
の
歴
史
に
神
経
を
尖
ら
せ
る
人
以
外
、
自
分
の
用
い
る
こ
と
ば

の
過
去
を
詮
索
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
の
点
、
作
家
の
位
置
は
微
妙

で
あ
ろ
う
。「
と
て
も
か
く
て
も
」
の
省
略
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
こ

の
語
は
、
鎌
倉
時
代
以
来
、
肯
定
・
否
定
の
両
方
と
呼
応
す
る
表
現

に
用
い
ら
れ
た
、
そ
の
勢
力
に
盛
衰
は
あ
る
が
。

「
全
然
」
も
、
い
ろ
い
ろ
と
話
題
に
な
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、

近
年
、
相
模
女
子
大
学
の
梅
林
博
人
さ
ん
を
初
め
と
す
る
諸
家
の
研

究
が
次
々
と
で
て
い
る
。
三
年
前
の
日
本
語
学
会
秋
季
大
会（2010

）

で
は
、
梅
林
さ
ん
ら
四
人
の
共
同
研
究
「
言
語
の
規
範
意
識
と
使
用

実
態
―
副
詞
〝
全
然
〟
の
「
迷
信
」
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
ブ
ー
ス
発

表
が
あ
っ
た
。「〝
全
然
〟
は
本
来
否
定
を
伴
う
べ
き
副
詞
だ
」
と
い

う
規
範
意
識
は
「
迷
信
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
と
て
も
」
の
新
し
い
用
法
に
苦
言
を
呈
し
た
芥
川
の
作
品
に
そ

の
「
全
然
」
を
探
す
と
、「
羅
生
門
」（1915

）
に
「
こ
れ
を
見
る

と
、
下
人
は
始
め
て
明
白
に
こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の

意
志
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
を
意
識
し
た
。」、「
河
童
」

（1927

）
に
「
の
み
な
ら
ず
又
ゲ
エ
ル
の
話
は
哲
学
者
の
マ
ツ
グ
の

話
の
や
う
に
深
み
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
に
せ
よ
、
僕
に
は
全
然
新

ら
し
い
世
界

―
広
い
世
界
を
覗
か
せ
ま
し
た
。」（
第
九
節
）
な
ど

と
用
い
て
い
る
。

「
全
然
」
の
来
歴
は
『
日
国
大
』
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ

れ
は
江
戸
時
代
後
期
、
中
国
の
白
話
小
説
か
ら
日
本
語
に
は
い
り
、
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「
ま
っ
た
く
」
と
い
う
振
り
仮
名
つ
き
で
用
い
ら
れ
た
。
明
治
期
に

も
、
小
説
で
は
「
す
っ
か
り
」「
そ
っ
く
り
」「
ま
る
で
」「
ま
る
っ

き
り
」
な
ど
の
振
り
仮
名
つ
き
の
使
用
が
多
い
。
こ
れ
で
は
肯
定
・

否
定
の
呼
応
が
余
り
関
与
し
な
い
道
理
で
あ
る
。
漢
語
「
全
然
」
と

し
て
の
一
般
化
は
明
治
三
十
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て
広
ま
っ
た
と

い
う
。

規
範
か
ら
少
し
ず
れ
た
表
現
は
、
書
き
言
葉
よ
り
話
し
言
葉
に
現

わ
れ
や
す
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
国
立
国
語
研
究
所
が
開
催
し
た

「
第
一
回
コ
ー
パ
ス
日
本
語
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
の
予
稿
集

（2012

）
か
ら
、
佐
野
真
一
郎
「『
日
本
語
コ
ー
パ
ス
』
を
用
い
た

「
全
然
」
の
変
化
の
詳
細
化
」
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
は
、
三

千
三
百
余
の
講
演
か
ら
得
た
千
五
百
三
十
四
件
の
「
全
然
」
を
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。
微
に
入
り
細
を
穿
つ
詳
細
な
記
述
は
、
わ
た
し

の
関
心
に
は
遠
い
。
一
つ
だ
け
、
明
治
期
か
ら
昭
和
後
期
ま
で
、

「
全
然
」
の
肯
定
的
用
法
、
否
定
的
用
法
の
流
れ
を
図
示
し
た
箇
所

を
、
少
し
形
を
か
え
て
ひ
く
。

明
治
期　

昭
和
前
期　

昭
和
後
期

肯
定　

→　

―　
→　

肯
定

否
定　

→　

否
定　

→　

否
定

肯
定
の
意
で
用
い
る
傾
向
が
昭
和
前
期
に
衰
え
た
こ
と
が
、
通
説
の

広
ま
っ
た
原
因
な
の
だ
ろ
う
。
通
説
が
「
迷
信
」
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

話
が
長
く
な
っ
た
。
こ
の
た
ぐ
い
の
語
は
、
ほ
か
に
も
「
多
分
」

「
一
向
に
」「
絶
対
」
な
ど
が
あ
る
。
漢
語
由
来
の
副
詞
に
は
こ
の
傾

向
が
強
い
。

規
範
と
現
実
、
そ
し
て
変
質

初
め
に
掲
げ
た
五
つ
の
実
例
は
、
い
ず
れ
も
文
筆
を
な
り
わ
い
と

す
る
人
た
ち
の
用
例
で
あ
る
。
あ
れ
は
著
者
の
意
図
し
た
も
の
だ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
無
意
識
の
使
用
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
者
な
ら

文
体
論
の
対
象
で
あ
り
、
後
者
な
ら
文
法
論
の
問
題
で
あ
る
。
著
者

の
真
意
は
知
り
か
ね
る
が
、
わ
た
し
は
後
者
、
す
な
わ
ち
文
法
論
の

問
題
だ
ろ
う
と
み
て
い
る
。

手
元
に
あ
る
若
干
の
文
法
書
を
ひ
も
と
い
て
み
る
。

少
し
古
い
も
の
だ
が
、
芳
賀
綏や

す
し『
現
代
日
本
語
の
文
法
―
日
本

文
法
教
室
・
新
訂
版
』（
教
育
出
版　

1973

）
の
「
副
詞
」
の
項
、

「（
3
）
呼
応
の
副
詞
」
に
「
お
そ
ら
く
・
多
分
・
き
っ
と
・
さ
ぞ

（
→
推
量
）」、「（
5
）
承
前
副
詞　

し
か
し
・
だ
か
ら
・
ま
た
・
あ

る
い
は
・
そ
し
て
・
か
つ
・
そ
の
上
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
「
承
前

の
副
詞
」
は
一
般
に
接
続
詞
と
い
わ
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
よ
う
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だ
。新

し
い
も
の
で
は
、
森
岡
健
二
『
要
説
日
本
文
法
体
系
論
』（
明

治
書
院　

2001
）
の
「
副
詞
」
の
章
に
「
呼
応
副
詞
」
が
あ
る
。「
言

語
面
に
現
わ
れ
る
判
断
形
式
と
呼
応
す
る
副
詞
で
、
い
わ
ゆ
る
陳
述

副
詞
が
相
当
す
る
」
と
し
て
、
七
つ
に
わ
け
て
い
る
。
各
項
の
掲
出

語
も
多
く
、
よ
く
考
え
ら
れ
た
記
述
で
、「（
1
）
推
量
態
と
の
呼

応
」
に
は
、「
お
そ
ら
く　

お
っ
つ
け　

き
っ
と　

た
し
か　

多
分
」

な
ど
十
語
が
あ
る
。

田
窪
行
則
・
益
岡
隆
志
『
基
礎
日
本
語
文
法
―
改
定
版
―
』（
く
ろ

し
お
出
版　

1993

）
の
副
詞
の
章
で
は
、「
陳
述
の
副
詞
」
の
節
に

「
概
言
・
確
言
と
呼
応
す
る
も
の
」
の
項
を
た
て
、「
お
そ
ら
く
、
た

ぶ
ん
、
さ
ぞ
、
ま
ず
、
ど
う
も
、
ど
う
や
ら
、
き
っ
と
、
必
ず
、
絶

対
、
確
か
、
ま
さ
か
、
よ
も
や
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
「
概
言
・

確
言
」
は
、
ム
ー
ド
の
章
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

話
し
手
が
真
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
こ
と
を
相
手
に
知
ら
せ
た

り
、
同
意
を
求
め
た
り
す
る
場
合
の
ム
ー
ド
を
「
確
言
」
の

ム
ー
ド
と
呼
ぶ
。
こ
の
ム
ー
ド
は
、
述
語
の
基
本
形
、
タ
形
に

よ
っ
て
表
さ
れ
る
。

本
稿
の
主
題
と
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
こ
の
記
述
は
適
切
で
は

な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
真
と
信
じ
て
い
な
く
て
も
、
換
言
す
る

と
、
嘘
と
わ
か
っ
て
い
て
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
真
で
あ
る
と
し

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

てヽ
い
う
、
そ
れ
が
「
確
言
」
な
の
で
あ
る
。

「
概
言
」
の
ム
ー
ド
は
右
と
反
対
に
定
義
さ
れ
る
。「
真
と
は
断
定

で
き
な
い
知
識
を
述
べ
る
ム
ー
ド
」
で
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
、

「
断
定
保
留
（「
だ
ろ
う
、
ま
い
」）、
証
拠
の
あ
る
推
定
（「
ら
し
い
、

よ
う
だ
、
み
た
い
だ
、
は
ず
だ
」）
な
ど
に
わ
け
て
説
明
し
て
い
る
。

四
つ
の
例
文
か
ら
二
つ
を
ひ
く
。

こ
こ
に
は
き
っ
と
地
位
の
高
い
人
が
眠
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。

来
年
は
き
っ
と
不
景
気
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
か
し
な
話
で
あ
る
。
確
言
と
概
言
は
、
言
表
態
度
と
し
て
対
極

的
だ
と
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
せ
っ
か
く
二
分
し
た
そ

の
ム
ー
ド
を
、「
副
詞
」
の
章
で
既
に
一
緒
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
を
導
く
副
詞
も
、「
お
そ
ら
く
」「
た
ぶ
ん
」
か
ら

「
き
っ
と
」「
必
ず
」
ま
で
一
括
し
て
い
る
の
で
、
平
仄
が
あ
っ
て
い

る
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
ム
ー
ド
を
二
分
す
る
必
要

は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
確
言
」「
概
言
」
は
、
わ
た
し
の
み
た
と
こ
ろ
、
寺
村
秀
夫
の
命

名
を
う
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
寺
村
の
未
完
の
著
書
『
日
本
語
の

シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味　

Ⅲ
』（
く
ろ
し
お
出
版　

1991

）
の
第
8
章
「
構



44

文
要
素
の
結
合
と
拡
大
」
の
「
呼
応
」
の
節
、「
文
末
の
ム
ー
ド
と

呼
応
」
の
項
に
も
、「
た
ぶ
ん　

お
そ
ら
く　

き
っ
と　

さ
ぞ
」
と

あ
っ
て
、「
き
っ
と
」
が
「
だ
ろ
う
」
と
呼
応
す
る
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

と
ま
れ
、
こ
こ
に
あ
げ
た
数
点
の
文
法
書
に
お
い
て
、
例
え
ば

「
き
っ
と
」
が
推
量
表
現
の
述
語
と
呼
応
す
る
例
文
と
し
て
あ
が
っ

て
い
る
。
い
わ
ば
、
概
言
と
確
言
の
境
界
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。「
き
っ
と
」
に
関
す
る
井
手
さ
ん
の
記
述
か
ら
は
る
か
遠
く

隔
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ヘ
ボ
ン
以
来
で
も
百
五
十
年
だ
か
ら
無

理
も
な
い
。
わ
た
し
た
ち
は
、
何
か
の
競
技
会
に
で
る
人
が
壮
行
会

で
「
優
勝
旗
、
き
っ
と
持
っ
て
帰
り
ま
す
」
と
宣
言
す
る
の
を
よ
し

と
き
く
、
確
言
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
彼
は
き
っ
と
や
っ
て
く

れ
る
だ
ろ
う
」
と
期
待
す
る
、
概
言
で
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
語
の
現

実
で
あ
る
。

「
き
っ
と
」
の
変
質
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
右
に
み
た
諸
書
の
著

者
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
規
範
の
記
述
に
熱
心

す
ぎ
て
、
規
範
を
逸
脱
し
た
も
の
に
は
無
関
心
な
の
で
あ
る
。

陳
述
の
ゆ
く
え

日
本
語
に
は
、
な
ぜ
陳
述
副
詞
が
あ
る
の
か
。
国
語
学
・
日
本
語

学
を
修
め
た
人
は
、
こ
の
問
題
を
大
学
の
教
室
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
答
え
は
、「
日
本
語
の
文
末
決
定
性
ゆ
え
」
で

あ
っ
た
。

日
本
語
は
文
の
下
部
に
い
く
ほ
ど
責
任
が
重
く
、
最
後
に
ひ
っ
く

り
返
る
こ
と
が
あ
る
。
文
末
が
全
て
を
決
定
す
る
の
で
、
最
後
ま
で

き
か
な
く
て
は
話
し
手
の
意
図
が
わ
か
ら
な
い
。
時
に
は
そ
れ
が

点
に
な
る
の
で
、
そ
れ
を
補
う
表
現
が
必
要
で
、
文
末
に
述
べ
ん
と

す
る
態
度
を
前
も
っ
て
示
す
方
策
が
考
え
ら
れ
た
、
そ
れ
が
陳
述
副

詞
で
あ
る
、
と
。
わ
た
し
も
教
室
で
は
学
生
に
そ
の
よ
う
に
話
し
な

が
ら
、
い
つ
も
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
例
外
が
余
り
に
も
多
い
か
ら

で
あ
る
。

さ
き
に
、
い
く
つ
か
の
辞
書
の
「
じ
つ
は
」
の
記
述
を
み
た
と

き
、『
明
鏡
国
語
辞
典
』
に
注
目
し
た
。
先
行
す
る
叙
述
を
う
け
た

語
で
あ
る
旨
の
記
述
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
新
明
解

国
語
辞
典
』
が
「
接
続
詞
」
と
す
る
こ
と
に
繋
が
る
こ
と
に
も
注
意

し
て
お
い
た
。
こ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
は
、
時
枝
誠
記
の
文
法
学
説

を
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。

時
枝
に
よ
る
と
、
接
続
詞
は
、
概
念
内
容
（
客
体
的
な
事
が
ら
）
を

表
わ
す
「
詞
」
で
は
な
く
、
表
現
者
の
主
体
的
な
た
ち
ば
に
お
い

て
、
後
続
す
る
表
現
に
結
び
つ
け
る
「
辞
」
で
あ
る
。
そ
の
著
書
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『
日
本
語
文
法　

口
語
篇
』（1950

）
に
よ
る
と
、
例
え
ば
「
風
が
や

ん
だ
。
す
る
と
雨
が
降
つ
て
来
た
。」
に
お
い
て
、「
す
る
と
」
が
独

立
し
た
要
素
で
あ
る
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
は
「
風
が
や
む
と
、
雨

が
降
つ
て
き
た
」
に
お
け
る
、
接
続
助
詞
「
と
」
の
機
能
と
基
本
的

に
異
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。
と
も
に
、
表
現
者
・

話
し
手
の
判
断
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

陳
述
副
詞
に
つ
い
て
は
、「
明
日
は
恐
ら
く
晴
天
だ
ら
う
」
に
お

い
て
、「
恐
ら
く
」
と
「
だ
ら
う
」
は
、「
云
は
ば
、
陳
述
が
上
下
に

分
裂
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
」
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
簡
に
し
て

要
を
え
た
記
述
で
あ
る
。
陳
述
副
詞
は
、
述
語
を
上
下
か
ら
挟
ん
で

意
味
の
明
晰
化
を
図
っ
た
語
な
の
だ
。

先
に
「
全
然
」
で
紹
介
し
た
佐
野
さ
ん
の
よ
う
な
大
規
模
な
調
査

を
し
た
ら
、「
き
っ
と
」
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
概
言
と
呼

応
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
言
の
陳
述
を
誘
導
す
る
機
能

は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
陳
述
副
詞
は
著
し
く
衰

滅
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
そ
の
機
能
を
維
持
し
て
い
る
の
は
、

「
た
と
い
」「
だ
か
ら
」「
な
ぜ
な
ら
」
な
ど
数
語
に
す
ぎ
な
い
。

陳
述
衰
退
の
傾
向
が
い
つ
始
ま
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
に
進
ん
で

き
た
の
か
、
わ
た
し
は
何
も
調
べ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
大
規
模

に
し
て
精
密
な
調
査
が
必
要
だ
ろ
う
。
が
、
な
ん
で
も
省
略
し
て
し

ま
う
、
せ
っ
か
ち
な
現
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
副
詞
と
述
語
と
で
陳

述
表
現
を
二
重
に
す
る
な
ど
、
と
て
も
耐
え
難
い
冗
長
さ
と
感
ず
る

だ
ろ
う
。
か
く
て
、
こ
の
衰
滅
に
は
さ
ら
に
拍
車
が
か
か
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

「
陳
述
」
は
、
外
国
語
と
の
あ
い
だ
に
適
当
な
対
訳
語
を
見
出
だ

せ
な
い
文
法
術
語
、
い
わ
ば
、
日
本
語
の
日
本
語
ら
し
さ
を
象
徴
す

る
文
法
概
念
で
あ
る
。

 

―
平
成
廿
五
年
九
月
七
日
白
露




