
「

食

ス

」

考

嶋
稔

一 「
ブ
ス
」
と
い
う
語
の
語
義
な
ら
び
に
性
質
に
つ
い
て
は
国
語
史
上
疑
問
が
存

ず
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
発
言
が
斎
藤
茂
吉
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い

る
、
し
詳
し
く
引
用
し
た
い
が
今
紙
幅
が
な
い
－
り
昭
和
十
八
年
十
九
年
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
連
載
せ
ら
れ
、
後
に
「
童
馬
山
房
夜
話
」
に
収
め
ら
れ
た
か
ら
つ
い
て
見
ら
れ

た
い
。
而
し
て
斎
藤
氏
の
こ
の
発
言
は
、
昭
和
十
八
年
一
月
の
雑
誌
「
歌
道
」
に
、

「
国
語
史
の
立
場
か
ら
」
と
起
し
て
金
田
二
月
助
博
士
の
載
せ
ら
れ
た
一
文
に
触

発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
を
言
う
と
、
金
田
一
博
士
が
暗
に
斎
藤
氏
を
指
し

て
、
そ
の
短
歌
作
品
に
於
て
「
ブ
ス
」
と
い
う
語
の
使
用
を
誤
っ
て
い
る
。
「
ブ

ス
」
は
「
食
フ
」
と
い
う
語
の
敬
語
で
あ
っ
て
、
「
召
シ
上
ル
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
か
ら
、
自
己
の
動
作
の
表
現
に
は
用
い
ら
れ
な
い
、
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
金
田
一
博
士
に
従
え
ば
、
斎
藤
氏
の

朝
あ
け
て
父
の
か
た
は
ら
に
食
す
飯
ゆ
立
つ
白
気
も
寂
し
み
て
食
す

（
歌
集
「
あ
ら
た
ま
」
）

や
、
そ
の
ほ
か
数
首
の
歌
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
自
己
の
動
作
に
つ
い
て
叙
し
た

「
食
す
」
は
こ
と
ご
と
く
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
酬
い
ら
れ

た
の
が
前
記
斎
藤
氏
の
所
論
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
聴
く
べ
き
も
の
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
金
田
一
博
士
の
こ
れ
に
対
す
る
説
明
は
末
だ
伺
う
を
得
な
い
。
斎
藤

氏
の
所
論
中
必
要
な
点
は
後
に
引
く
と
し
て
今
こ
1
に
は
．
「
ブ
ス
」
と
い
ぅ
語

の
文
献
上
の
用
例
を
本
質
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

二そ
も
そ
も
「
ブ
ス
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
回
動
詞
と
し
て
、
廟
飲
食
の
意
味
に

用
い
ら
れ
て
、
㈱
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
仮
名
書
き
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
文

献
の
上
で
は
古
事
記
に
二
例
日
本
書
記
に
二
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。

神
功
皇
后
細
歌
へ
記
、
中
）
神
功
皇
后
御
歌
（
紀
、
巻
九
）

こ
の
御
酒
は
吾
が
御
酒
な
ら
ず
こ
の
酒
は
我
が
御
酒
な
ら
ず

く
L
と
－
▼
よ
く
L
と
－
．
よ
い
チ

潜
の
神
常
世
に
い
ま
す
神
酒
の
神
常
世
に
坐
す

鵜
が
た
す
卯
が
部
酢
の
い
は
た
ゝ
す
新
郎
鶴
の

神
躊
ぎ
寿
ぎ
狂
は
し
豊
寿
ぎ
寿
ぎ
も
と
は
し

蟄
寿
ぎ
寿
ぎ
廻
し
神
寿
ぎ
寿
ぎ
く
る
は
し

獣
り
来
し
御
酒
ぞ
祭
り
来
し
御
酒
ぞ

六
五



上
記
四
例
に
「
テ
セ
」
（
衰
勢
、
均
斉
、
増
勢
）
 
と
い
う
こ
と
ば
が
見
ら
れ
る
 
 

が
、
古
事
記
と
日
本
書
記
と
で
同
じ
歌
が
重
複
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
ほ
 
 

二
例
と
言
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
そ
し
て
そ
れ
ほ
前
後
の
関
係
か
ら
敬
語
 
 

で
あ
る
よ
う
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
命
令
形
で
あ
つ
て
見
れ
ば
 
 

自
己
が
動
作
の
主
体
に
な
ら
な
い
の
ほ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
例
か
 
 

ヲ
 
 

ら
は
未
だ
「
飲
」
の
表
し
か
引
き
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
 
 
 

然
る
に
日
本
書
記
の
古
訓
に
よ
れ
ば
、
「
飲
」
の
場
合
の
み
な
ら
ず
「
食
」
の
 
 

場
合
に
も
「
ブ
ス
」
と
訓
ん
で
い
る
事
美
が
あ
る
。
そ
の
例
は
た
と
え
ほ
 
 

ヲ
シ
 
 

（
巻
一
）
 
 

・
日
神
食
＝
所
帯
十
鱒
鱒
生
レ
児
。
 
 

等
で
あ
る
が
、
用
言
に
働
い
て
い
る
も
の
で
主
格
が
一
人
称
の
も
の
を
見
な
い
。
 
 

ち  

吉
野
国
主
歌
（
記
、
中
）
 
 

か
し
ふ
よ
く
す
 
 

白
梅
の
生
に
横
臼
を
作
り
 
 

よ
く
す
 
 
 
か
 
 お（
i
 
ふ
き
 
 

棒
臼
に
麒
み
し
大
御
酒
 
 

う
ま
き
0
0
 
甘
ら
に
聞
こ
し
も
ち
衰
勢
 
 
 

ま
ろ
が
父
 
 
 

あ 

岩
手
大
草
畢
蔓
草
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
．
部
 
 
 

0
0
 

ち 

0
0
 
 

乾
さ
ず
豪
勢
 
さ
さ
 
 

乾
さ
ず
填
努
 
さ
さ
 
 

（
訓
読
は
し
は
ら
く
岩
波
文
庫
「
記
紀
歌
謡
集
」
に
よ
つ
た
、
以
下
同
じ
）
 
 

－
1
ヲ
・
シ
セ
ム
ト
ス
 
・
大
己
資
神
日
当
飲
食
。
 
 

ラ
ー
シ
テ
ヲ
 
 

・
日
本
式
普
飲
〓
其
水
l
而
醍
之
。
 
 

●
皇
太
子
祓
与
＝
郎
釦
∵
 
 

（
巻
一
）
 
 

（
審
七
）
 
 

（
巻
二
十
二
）
 
 

吉
野
国
轢
歌
（
紀
、
巻
十
）
 
 

か
し
ふ
よ
く
す
 
橿
の
生
に
樺
白
を
造
り
 
 

よ
く
す
か
お
ほ
ふ
き
 
横
臼
に
醸
め
る
大
御
酒
 
 

0
 
0
 
 

う
重
 
 
 
 
き
こ
 
 

実
ら
に
閲
し
以
ち
墳
勢
 
 

象
 
ろ
 
 
 
ち
 
 

威
呂
が
父
 
 

六
大
 
 
 

一
方
記
紀
高
菜
等
を
通
じ
て
、
当
て
字
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
食
」
の
字
を
「
ブ
 
 

ス
」
と
よ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
多
数
に
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
で
ほ
飲
食
の
 
 

意
味
に
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
「
食
」
と
い
う
漢
字
が
国
語
の
 
 

「
チ
ス
」
と
い
．
う
発
音
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
借
り
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

0
0
0
0
0
 
 

・
攻
詔
二
月
読
命
一
汝
愈
老
師
知
夜
之
食
国
一
夫
事
依
也
。
訊
レ
食
云
二
束
須
㌔
 
 

（
記
．
上
）
 
 

〇
〇
〇
〇
〇
 
 

・
食
国
、
久
爾
乎
師
ス
。
（
蔓
異
記
上
）
 
 

等
 
 
 

さ
て
右
に
述
べ
た
事
項
を
通
観
し
て
帰
納
し
て
ゆ
く
と
、
結
局
ひ
ろ
く
「
飲
む
 
 

・
食
う
」
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
古
語
と
し
て
、
「
ブ
ス
」
ど
い
う
こ
と
ば
の
あ
つ
た
 
 

事
が
察
せ
ら
れ
、
か
つ
敬
語
で
あ
つ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
後
者
に
 
 

つ
い
て
ほ
斎
藤
氏
の
如
く
疑
い
を
さ
し
ほ
さ
ま
れ
る
人
も
あ
り
、
確
定
的
な
も
の
 
 

と
認
め
る
根
拠
は
ま
だ
見
出
だ
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
 
 

三
 
 

古
語
の
意
義
性
質
を
決
定
す
る
の
ほ
文
献
上
の
用
例
を
出
来
る
限
り
採
集
し
て
 
 

そ
れ
の
帰
納
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
は
国
語
史
家
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
な
が
ら
翻
っ
て
考
え
れ
は
、
或
る
語
の
使
用
例
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
一
つ
一
 
 

つ
を
と
つ
て
見
れ
は
大
な
り
小
な
り
お
の
お
の
が
特
殊
例
で
あ
つ
て
、
乏
し
い
用
 
 

例
か
ら
意
義
性
質
を
決
定
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
「
タ
ス
」
の
場
合
も
そ
う
で
あ
 
 

つ
て
、
こ
う
し
た
際
に
吾
人
ほ
何
と
か
単
な
る
帰
納
法
に
代
る
べ
き
、
或
は
少
く
 
 

と
も
こ
れ
を
補
う
べ
き
方
法
を
見
出
せ
な
い
も
の
か
。
勿
論
最
初
か
ら
或
る
語
纏
 
 
 



を
当
て
推
貴
し
て
そ
こ
か
ら
結
論
を
演
繹
す
る
と
い
う
玖
は
余
り
に
素
朴
で
あ
る
 
 

が
、
「
ブ
ス
」
の
場
合
に
あ
つ
て
ほ
私
ほ
他
に
若
干
の
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
思
 
 

う
の
で
あ
る
。
 
 
 

先
ず
こ
の
「
ブ
ス
」
が
形
か
ら
言
っ
て
サ
行
四
段
活
用
で
あ
る
事
に
注
意
せ
 
 

よ
。
サ
行
囲
段
に
活
用
す
る
用
言
の
う
ち
、
古
来
い
わ
ゆ
る
サ
行
琴
言
と
い
う
も
 
 

の
が
あ
り
、
こ
れ
は
山
田
孝
雄
博
士
の
「
奈
良
朝
文
法
史
」
に
於
て
、
そ
の
サ
行
 
 

語
尾
の
性
質
を
、
敬
意
を
あ
ら
わ
す
存
語
尾
と
し
て
決
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

も
し
「
ブ
ス
」
が
、
い
う
が
如
く
敬
語
動
詞
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
応
こ
の
サ
行
複
 
 

語
尾
と
の
防
備
の
有
無
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

さ
て
こ
の
敬
意
を
あ
ら
わ
す
サ
行
複
語
尾
ほ
、
主
と
し
て
四
段
活
用
動
詞
の
未
 
 

戯
形
に
附
属
す
る
こ
と
、
「
立
ツ
L
の
二
止
タ
ス
」
と
な
り
、
「
行
ク
」
の
「
行
カ
ス
」
と
 
 

な
る
類
い
で
あ
る
が
、
平
安
朝
以
後
に
は
自
由
な
承
接
性
を
失
う
も
の
で
あ
る
。
 
 

奈
良
朝
期
に
あ
つ
て
も
必
ず
し
も
承
接
は
自
由
で
あ
る
と
言
わ
れ
な
い
の
で
あ
つ
 
 

て
、
「
思
ネ
ス
」
「
閲
コ
ス
」
の
如
く
上
の
動
詞
と
熱
合
し
た
よ
う
な
も
の
も
多
い
。
 
 

ス
セ
ヌ
ナ
 
だ
動
詞
の
如
く
に
な
る
。
周
知
の
細
く
「
為
」
か
ら
「
為
ス
」
が
、
′
「
寝
」
か
ら
「
寝
 
キ
ケ
ノ
 
 

も
し
そ
れ
四
段
活
用
動
詞
以
外
の
動
詞
に
承
接
す
る
と
、
基
幹
と
な
る
動
詞
は
皆
 
 

母
音
変
化
を
起
し
て
こ
の
語
尾
に
熟
合
し
て
し
ま
い
、
一
の
廟
し
い
敬
意
を
含
ん
 
 

ス
」
が
、
「
着
ル
」
か
ら
「
着
ス
」
が
、
「
見
ル
」
か
ら
「
見
ス
」
が
派
生
す
る
の
が
 
 

そ
の
例
で
あ
る
。
 
 

セ
ス
 
 
 

・
や
す
み
し
わ
が
大
君
…
・
…
草
枕
旋
や
ど
り
世
須
（
一
、
四
五
）
 
 

ナ
サ
ネ
 
 

。
奥
山
の
真
木
の
板
戸
を
と
ど
と
し
て
わ
が
開
か
む
に
入
り
来
て
奈
住
商
 
 

（
十
四
、
三
四
六
七
）
 
 

1
食
 
ス
」
 
考
（
鴫
）
 
 

ケ
セ
ル
 
 

・
わ
が
せ
こ
が
蓋
世
流
衣
（
四
、
五
一
四
）
 
 

メ
シ
 
 

・
大
君
の
売
之
し
野
辺
（
二
十
、
四
五
〇
九
）
 
 
 

サ
行
複
語
尾
が
四
段
活
用
動
詞
以
外
の
も
の
に
附
著
す
る
例
と
し
て
従
来
あ
げ
 
 

ヌ
専
 
用
、
「
溺
」
ほ
下
二
段
活
用
、
「
着
ル
」
 
「
見
ル
」
は
上
一
段
活
用
で
あ
る
が
、
さ
 
 

ス
 
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
四
つ
に
限
ら
れ
て
居
り
、
そ
の
内
「
為
」
は
サ
行
変
格
活
 
 

て
そ
の
四
つ
と
も
符
節
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
単
音
節
の
動
詞
で
あ
る
と
い
う
事
実
 
 

キ 

及
び
、
そ
れ
ら
の
単
音
節
動
詞
ほ
、
背
そ
の
未
然
形
の
母
音
を
変
じ
た
上
で
、
こ
 
 

の
サ
行
複
語
尾
に
接
続
す
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
際
十
分
考
慮
に
価
す
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
す
な
わ
ち
今
は
仮
定
を
以
て
言
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
ブ
ス
」
と
い
ぅ
語
 
 

が
果
し
て
敬
語
性
の
動
詞
で
あ
る
と
し
、
而
し
て
そ
の
敬
語
煙
が
そ
の
サ
行
語
尾
 
 

に
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
チ
」
は
り
行
に
属
す
る
単
音
節
動
詞
で
 
 

あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
最
も
自
然
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ワ
行
に
属
す
る
単
 
 

年
 
音
節
動
詞
と
言
え
ば
「
居
ル
」
以
外
に
な
い
。
 
ス
セ
 

ス
ナ
 
 
サ
変
の
「
為
」
ほ
「
為
ス
」
と
な
つ
て
エ
韻
を
と
り
、
下
l
一
段
の
「
寝
」
は
「
寝
 
 

ス
」
と
な
つ
て
ァ
韻
に
転
じ
、
上
一
段
の
「
着
ル
」
「
見
ル
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
着
ス
」
 
 

ヰ
 
 

メ
 
「
見
ス
」
と
な
つ
て
エ
韻
を
と
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
居
ル
」
を
通
常
の
 
 

細
く
上
一
段
活
用
と
考
え
る
な
ら
ば
や
ほ
り
エ
韻
を
と
つ
て
「
エ
ス
」
と
な
り
そ
 
 

ヰ
 
 

う
な
も
の
で
あ
る
と
一
応
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
居
ル
」
ほ
上
一
段
で
ほ
な
か
 
 

よ
そ
ひ
 
つ
た
証
拠
が
あ
る
っ
す
で
に
富
士
谷
成
幸
の
「
装
図
」
に
は
「
居
」
の
「
本
」
を
「
う
」
 
 

と
し
て
あ
げ
て
い
る
通
り
、
崇
神
紀
に
ほ
「
急
居
」
の
訓
に
「
菟
岐
チ
」
が
あ
り
 
 

叉
萬
兼
集
に
 
 

0
0
0
0
 
 
 

た
ま
き
は
る
吾
が
山
の
上
に
立
つ
嘗
難
文
雛
居
君
が
ま
に
ま
に
（
十
、
l
九
一
 
 

大
七
 
 
 

ケ  



若
手
大
勢
草
薮
畢
認
許
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 

▲ソ  

ヰ
 
 

二
）
と
あ
る
の
は
「
立
つ
と
も
う
と
も
」
と
訓
む
ほ
か
な
い
。
か
ゝ
れ
ば
「
居
ル
」
 
 

キ
 
は
上
一
段
の
「
着
ル
」
 
「
見
ル
」
と
同
日
の
論
で
ほ
な
い
筈
で
あ
る
。
む
し
ろ
古
 
 

く
上
二
段
で
あ
つ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
高
菜
集
時
代
に
は
、
お
 
 

お
む
ね
．
上
一
段
に
な
つ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
立
証
す
べ
き
終
止
形
 
 

ヰ
ヰ
 
「
居
ル
」
と
か
巳
然
形
の
「
居
レ
」
と
か
い
う
形
ほ
余
り
見
当
ら
な
い
。
 
 

0
0
 
 

・
霞
為
流
富
士
の
山
び
に
 
（
十
四
、
三
三
五
七
）
 
 

〇
〇
 
 

，
チ
 
 
こ
れ
に
対
し
て
数
の
非
常
に
多
い
の
は
「
居
り
」
と
い
う
形
で
あ
つ
て
、
こ
れ
 
’
 
 

・
坂
越
え
て
阿
倍
の
田
の
面
に
為
流
鶴
の
 
（
十
四
、
三
五
二
三
）
 
 

右
ほ
ど
ち
ら
も
東
歌
で
あ
る
．
〉
 
 

は
ラ
行
変
格
の
各
活
用
形
を
具
備
し
て
用
例
ほ
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
「
居
り
」
 
 

り
 
ほ
「
居
」
か
ら
派
生
し
た
動
詞
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
ブ
リ
」
と
オ
前
に
転
じ
て
い
 
 

る
事
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
 
 

キ
ケ
 
 
こ
の
事
ほ
上
一
段
の
「
着
ル
」
か
ら
「
着
り
」
を
派
生
し
て
エ
韻
に
転
ず
る
の
 
 

を
見
合
わ
せ
る
と
更
に
参
考
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
吾
が
家
流
妹
が
衣
の
垢
づ
く
見
れ
ほ
 
（
十
五
、
三
六
六
七
）
 
ウ
 
 

ヲ
ヲ
 
 
 
を
す
。
属
す
ノ
養
 
居
る
ノ
敬
語
 
ヲ
 
 

こ
れ
ら
を
見
来
れ
ば
「
ブ
ス
」
が
「
居
」
に
サ
行
複
語
尾
の
熟
合
せ
る
も
の
と
す
 
 

る
仮
定
は
、
少
く
と
も
形
悪
論
的
に
は
成
立
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
む
 
 
 

冥
は
こ
れ
に
近
い
考
え
方
は
「
大
言
海
」
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
 
 

と
あ
る
。
一
見
「
居
る
」
の
活
用
の
行
を
か
え
た
も
の
が
こ
の
「
ブ
ス
」
に
な
る
 
 
 

よ
う
に
聞
え
る
が
、
私
の
場
合
ほ
「
テ
ル
」
も
「
ブ
ス
」
も
ど
ち
ら
も
「
居
」
か
 
 

ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
点
は
違
う
よ
う
で
あ
る
。
 
 

ヌ   

大
入
 
 

な
お
「
大
言
海
」
は
右
に
引
き
つ
ゞ
い
て
 
 

ス
 
 
為
ノ
敬
語
せ
す
。
寝
ノ
敬
語
な
す
ト
ナ
ル
が
如
シ
。
 
 

と
書
い
て
い
て
、
暗
に
「
ブ
ス
」
の
ス
に
敬
語
の
複
語
尾
た
る
性
質
を
認
め
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
に
あ
つ
て
ほ
こ
れ
は
未
だ
仮
定
の
段
階
に
あ
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
こ
の
形
怒
的
成
立
過
程
に
関
す
る
私
の
仮
定
が
、
他
方
語
養
論
的
考
察
 
 

よ
り
し
て
実
質
的
裏
付
け
を
得
ら
れ
な
い
な
ら
ば
仮
定
は
ひ
つ
き
よ
う
仮
定
に
終
 
 

る
筈
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
於
て
私
ほ
「
ブ
ス
」
と
い
う
語
の
持
つ
諾
の
転
義
関
係
を
 
 

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

四
 
 

さ
き
に
も
い
さ
さ
か
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
ブ
ス
」
と
い
ぅ
語
の
使
用
例
 
 

を
見
る
に
飲
食
の
意
味
以
外
に
用
い
た
場
合
が
あ
り
、
数
か
ら
言
え
は
そ
の
方
が
 
 

多
い
。
そ
れ
ほ
国
家
を
統
治
す
る
、
乃
至
、
傑
有
す
る
意
に
用
い
る
の
で
あ
つ
て
 
 

留
食
が
「
ブ
ス
」
の
本
義
な
り
や
、
国
家
統
治
が
「
ブ
ス
」
の
転
義
な
り
や
、
未
 
 

ナ
容
易
に
決
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
1
如
く
で
あ
る
。
 
 

ヲ
ス
 
 

・
す
め
ろ
ぎ
の
乎
須
国
な
れ
ば
 
（
十
七
．
四
〇
〇
六
）
 
 

チ
ス
 
 

・
谷
ぐ
く
の
さ
わ
た
る
き
は
み
き
こ
し
速
周
国
 
（
五
、
八
〇
〇
）
 
 

等
 
 
 

然
る
に
こ
1
に
、
こ
の
国
家
統
括
乃
至
償
有
の
意
味
に
於
け
る
「
ブ
ス
」
と
ほ
 
 

ほ
語
義
内
容
を
同
じ
く
し
て
用
い
ら
れ
る
一
群
の
語
嚢
が
あ
る
。
そ
れ
ほ
「
シ
ラ
 
 

ス
」
 
「
シ
ラ
シ
メ
ス
」
 
「
メ
ス
」
 
「
キ
コ
ス
」
一
キ
コ
シ
メ
ス
」
で
あ
る
。
 
 

シ
ラ
●
シ
′
●
ン
 
 

。
葦
原
の
瑞
穂
の
阻
を
天
下
り
之
良
志
売
之
け
る
す
め
ろ
ぎ
の
神
の
み
こ
と
 
 
 



． 

ン
一
7
シ
 
 
 

の
御
代
か
さ
ね
大
の
日
嗣
と
之
良
志
来
る
君
の
御
代
初
代
…
（
十
八
、
四
〇
 
 

九
四
）
 
 

キ
ヨ
・
シ
テ
ス
 
 

・
高
御
座
天
の
日
嗣
と
す
め
ろ
ぎ
の
神
の
み
こ
と
の
伎
己
之
乎
須
国
の
ま
ほ
ら
 
 

に
‥
…
・
（
十
八
、
四
〇
八
九
）
 
 

キ
コ
シ
′
ス
 
 

・
桜
花
今
盛
な
り
難
彼
の
海
お
し
て
る
宮
に
伎
許
之
売
須
な
べ
…
（
二
十
、
四
 
 

三
六
一
）
 
 

キ
ヨ
・
ン
ノ
ス
 
 
 

●
や
す
み
し
し
吾
が
大
君
の
折
衝
閲
見
為
そ
と
も
の
国
の
‥
…
三
「
一
九
九
）
 
 

ラ
ス
ノ
シ
 
 

・
藤
原
が
上
に
食
国
を
売
之
た
守
ほ
む
と
・
：
…
（
一
、
五
〇
）
 
 

等
 
 
 

こ
れ
ら
の
例
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
吾
人
は
「
シ
ラ
ス
」
も
「
キ
コ
ス
」
も
「
メ
 
 

ス
」
も
「
ブ
ス
」
も
或
は
そ
れ
ら
の
複
合
語
も
、
相
互
に
位
置
の
交
替
が
出
来
る
 
 

く
ら
い
に
同
内
容
を
持
っ
て
い
る
事
を
知
る
。
し
か
も
構
造
上
か
ら
見
れ
ば
T
チ
 
 

ス
」
ほ
し
ば
ら
く
招
い
て
も
、
他
ほ
背
い
わ
ゆ
る
敬
意
を
あ
ら
わ
す
サ
行
複
語
尾
 
 

の
膠
着
し
た
語
ば
か
り
で
あ
る
。
「
ナ
ス
」
だ
け
が
例
外
で
あ
る
と
は
形
悪
上
か
ら
 
 

ヽ
○
 
も
言
い
に
く
も
 
 
 

し
か
の
み
な
ら
ず
「
チ
ス
」
智
除
く
「
シ
ラ
ス
」
「
キ
コ
ス
」
「
メ
ス
」
に
つ
い
て
、
そ
 
 

の
サ
行
複
語
尾
を
除
い
た
基
幹
動
詞
の
意
義
を
考
え
る
に
、
ど
れ
も
元
来
ほ
国
家
 
 

統
治
の
意
義
な
ど
有
し
な
い
。
す
な
わ
ち
お
の
お
の
ほ
「
知
ル
」
で
あ
り
「
陶
ク
」
で
 
 

あ
り
「
見
ル
」
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
は
人
の
身
に
そ
な
わ
つ
た
お
の
ず
か
ら
な
動
 
 

作
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
家
統
治
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
そ
の
事
と
な
き
 
 

動
作
を
通
じ
て
間
接
的
に
表
現
せ
ら
れ
た
転
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
知
る
。
 
 
 

ひ
る
が
え
つ
て
こ
れ
ら
の
「
シ
ラ
ス
」
「
キ
コ
ス
」
「
メ
ス
」
の
お
の
お
の
に
つ
い
 
 

「
食
 
ス
」
 
考
（
鳴
）
 

て
、
そ
れ
ら
は
又
他
の
転
義
関
係
を
持
っ
て
い
な
い
か
と
い
ぅ
こ
と
を
考
察
す
る
 
 

す
る
と
「
キ
コ
ス
」
「
メ
ス
」
「
キ
コ
シ
メ
ス
」
に
於
て
、
明
か
に
「
ブ
ス
」
と
同
様
 
 

に
飲
食
す
る
の
意
義
が
あ
る
っ
 
 

′
七
〇
〇
 
 
 

む
仕
ぎ
○
 
 
 

●
鰻
取
り
食
－
－
売
世
反
也
 
（
十
六
、
三
八
五
三
）
 
 

く
そ
 
 

お
は
こ
え
キ
つ
シ
′
ス
 
 

。
禾
照
大
御
神
の
…
…
‥
…
大
嘗
併
間
者
殿
に
尿
ま
り
…
＝
（
記
、
上
）
 
 

う
象
キ
コ
ー
ン
 

ヲ
セ
 
 

・
大
都
洒
甘
ら
に
岐
許
之
も
ち
去
勢
 
（
記
、
中
）
 
 

最
後
の
例
は
、
「
キ
コ
ス
」
と
「
ブ
ス
」
が
同
格
に
さ
え
な
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
飲
食
 
 

の
意
義
に
於
て
も
「
キ
コ
ス
」
も
「
メ
ス
」
も
「
ブ
ス
」
も
乃
至
ほ
そ
れ
ら
の
複
合
語
も
 
 

シ
ノ
ニ
ム
な
の
で
あ
る
り
し
か
も
「
キ
コ
ス
」
も
「
メ
ス
」
も
原
義
と
し
て
ほ
飲
食
行
 
 

為
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
つ
て
、
「
聞
ク
」
 
「
見
ル
」
と
い
ぅ
そ
の
こ
と
と
な
き
 
 

動
作
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
飲
食
行
為
を
表
現
す
る
転
義
的
関
係
な
の
で
あ
る
っ
 
 

「
シ
ロ
ス
」
の
み
は
飲
食
の
義
に
転
じ
た
も
の
を
見
な
い
が
、
こ
れ
は
そ
の
基
幹
動
 
 

詞
た
る
「
知
ル
」
が
純
粋
精
神
的
行
為
で
あ
つ
て
、
全
然
肉
体
的
要
素
を
含
ま
な
 
 

い
た
め
に
、
飲
食
と
い
ぅ
肉
体
的
動
作
に
転
義
し
得
な
か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

一
体
こ
れ
ら
一
群
の
語
彙
が
基
幹
と
し
て
「
知
ル
」
「
聞
ク
」
「
見
ル
」
等
の
原
義
 
 

を
有
し
な
が
ら
、
一
方
に
は
国
家
統
治
を
転
義
的
に
意
味
し
、
他
方
に
ほ
飲
食
行
 
 

為
を
転
義
的
に
意
味
す
る
に
至
つ
た
所
以
は
何
か
。
そ
れ
ほ
簡
単
な
問
題
で
あ
 
 

る
。
敬
避
的
表
現
と
い
ぅ
〓
一
日
で
足
り
る
筈
で
あ
る
。
 
 

一
方
ほ
余
り
に
尊
貴
な
事
実
で
あ
る
故
に
直
故
を
ほ
ぼ
か
り
、
他
方
ほ
余
り
に
 
 

肉
体
的
卑
近
な
行
為
で
あ
る
故
に
直
穀
を
ほ
ぼ
か
る
の
で
あ
る
。
帰
す
る
と
こ
ろ
 
 

は
同
じ
原
理
で
あ
つ
て
、
此
の
一
群
の
シ
ノ
ニ
ム
は
、
原
義
と
し
て
国
家
統
治
の
 
 

意
味
を
持
つ
の
で
も
な
く
、
叉
飲
食
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

大
丸
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原
義
ほ
「
知
ル
」
「
見
ル
」
「
聞
ク
」
筆
そ
の
こ
と
と
な
き
人
の
身
の
動
作
の
系
列
の
 
 

上
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
ゝ
れ
ば
「
ナ
ス
」
の
原
義
も
ま
た
、
国
家
統
 
 

治
と
い
う
に
▼
も
あ
ら
ず
、
飲
食
と
い
う
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
夢
二
町
系
列
の
上
に
 
 

・
ワ
 
求
め
る
べ
き
で
み
ろ
う
。
そ
れ
を
「
居
」
と
い
う
動
作
に
求
め
る
こ
と
は
、
さ
き
 
 

の
形
憩
諭
的
考
察
と
相
ま
つ
て
極
め
て
自
然
な
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
 

然
る
に
「
ブ
ス
」
に
つ
い
て
の
本
属
宣
長
の
考
え
を
引
用
す
る
と
、
 
 
 

ヨ
ル
ノ
ラ
ス
ク
エ
 
 
 
 
 
 
ラ
ス
ク
エ
 
 
 
 
i
7
′
ミ
コ
ト
 
シ
P
シ
′
ス
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
ス
ペ
イ
フ
ナ
 
 
夜
之
食
国
。
 
ま
づ
食
国
と
は
、
都
孫
命
の
所
知
看
こ
の
天
下
を
惣
云
称
に
し
 
 

ヲ
ス
 

ク
フ
i
ル
孝
ク
シ
ル
ク
フ
 
 
て
、
食
は
、
も
と
物
を
食
こ
と
な
り
。
さ
て
物
を
見
も
聞
も
知
も
食
も
、
み
な
 
 

タ
 
と
な
つ
て
い
て
、
「
ブ
ス
」
が
原
義
と
し
て
「
食
7
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
 
ク
 
 

ノ
ス
キ
つ
ス
シ
ラ
ス
ヲ
ス
 
 
 

植
物
を
身
に
虔
ケ
入
る
、
意
同
じ
き
故
に
、
見
と
も
聞
と
も
知
と
も
食
と
も
柄
 
 

ヲ
サ
ク
モ
イ
て
 

・
・
・
ラ
ス
ラ
ス
 
 
通
は
し
て
云
こ
と
多
く
し
て
、
君
の
御
国
を
治
め
有
ち
坐
す
を
も
、
知
と
も
食
 
 

キ
ヲ
ン
メ
ス
 

E
ル
 
 
 

ク
モ
サ
イ
マ
ス
 
 
 

と
も
間
者
と
も
申
す
な
り
。
こ
れ
君
の
御
国
治
め
有
坐
ほ
．
物
を
見
が
如
く
、
 
 

キ
ク
 

シ
ル
 

ヲ
ス
 
 
 

鞄
が
如
く
、
知
が
如
く
、
食
が
如
く
、
細
身
に
受
入
れ
有
つ
意
あ
れ
ば
な
り
。
 
 

（
記
伝
、
七
）
 
 

の
ほ
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
ブ
ス
」
は
原
養
が
「
食
フ
」
こ
と
で
、
転
 
 

じ
て
国
家
統
治
の
意
味
に
発
展
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
大
言
海
」
で
ほ
こ
の
関
係
が
全
く
逆
に
な
つ
て
い
て
、
さ
き
の
つ
ゞ
き
に
 
 

ヲ
サ
ク
モ
 
 

H
 
治
メ
有
チ
ク
マ
フ
。
シ
ロ
シ
メ
ス
。
シ
ラ
ス
？
統
治
シ
給
フ
。
 
 

（
引
例
、
略
）
 
 

ク
 
 
 
⇔
 
転
ジ
テ
、
食
7
ノ
敬
語
。
タ
ベ
タ
マ
フ
。
叉
、
飲
、
l
ク
マ
フ
。
メ
シ
 
 

ク  

七
〇
 
 

ア
ガ
ル
。
 
 

（
引
例
、
略
）
 
 

と
な
つ
て
い
る
。
 
 

し
か
る
に
大
言
海
で
は
か
く
の
如
く
「
ブ
ス
」
に
つ
い
て
ほ
H
国
家
統
治
、
 
 
 

の
意
味
か
ら
、
⇔
食
フ
、
の
意
味
に
転
義
し
た
こ
と
に
な
つ
て
、
本
居
説
と
逆
 
 

で
あ
る
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
そ
の
シ
ノ
ニ
ム
た
る
、
「
シ
ラ
ス
」
、
「
シ
ラ
シ
メ
ス
L
、
 
 

「
キ
コ
シ
メ
ス
」
、
「
メ
ス
」
、
に
つ
い
て
ほ
、
全
く
本
居
説
を
踏
襲
し
て
い
て
、
こ
 
 

れ
ら
は
皆
、
柵
物
を
身
に
受
入
る
1
意
よ
り
転
じ
て
国
家
統
治
の
意
味
に
な
つ
た
 
 

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
折
角
本
店
説
に
於
て
、
と
も
か
く
一
貫
し
て
い
た
関
 
 

係
的
考
察
を
破
っ
て
し
ま
つ
た
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
も
本
居
の
所
論
は
、
関
係
的
考
察
に
於
て
は
す
ぐ
れ
て
い
る
に
も
か
ゝ
わ
 
 

ク
フ
 
ら
ず
、
「
ブ
ス
ほ
、
も
と
物
を
食
こ
と
な
り
」
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
て
い
る
 
 

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
前
提
は
、
こ
れ
ら
の
シ
ノ
ニ
ム
の
関
係
的
考
察
よ
り
す
れ
 
 

ば
、
む
し
ろ
ド
グ
マ
と
し
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
今
や
一
応
明
 
 

ら
か
に
な
つ
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

「
．
ブ
ス
ー
の
原
義
が
飲
食
に
在
る
の
で
ほ
な
い
、
も
う
一
つ
の
証
拠
ほ
、
 
 

お
ふ
た
へ
は
か
l
な
な
ヘ
チ
シ
 
臣
の
子
は
拷
の
袴
を
七
重
鳴
絶
庭
に
立
た
し
て
那
新
鮮
だ
す
も
 
 

（
雄
略
記
、
円
大
臣
妻
歌
）
 
 

リ
■
．
′
 
 

の
「
嶋
沌
」
が
衣
服
着
用
の
蓑
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
 
 

あ
た
か
も
、
「
メ
ス
」
と
い
う
語
が
し
ば
し
ば
衣
服
着
用
の
養
に
転
じ
ら
れ
る
の
と
 
 

同
様
で
あ
つ
て
、
本
来
、
そ
の
事
と
な
き
間
接
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
か
1
る
 
 

ク
フ
 
転
義
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
本
居
説
の
よ
う
に
、
「
ブ
ス
」
が
も
と
物
を
食
 
 
 



こ
と
な
ら
、
衣
服
着
用
の
義
に
は
転
じ
得
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
。
本
居
が
「
シ
 
 

ロ
ス
」
、
「
メ
ス
」
、
「
キ
コ
ス
」
、
に
於
て
ほ
そ
れ
が
間
接
表
規
で
あ
る
こ
と
を
承
認
 
 

し
な
が
ら
、
「
タ
ス
」
の
み
が
直
接
表
現
で
か
る
と
し
た
の
ほ
無
理
で
あ
つ
た
。
 
 
 

此
の
ド
グ
マ
が
ド
グ
マ
と
し
て
大
槻
博
士
に
は
感
ぜ
ら
れ
つ
ゝ
、
な
お
か
つ
、
 
 

本
居
の
関
係
的
考
察
に
ほ
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
結
果
が
前
記
「
大
言
海
」
 
 

の
如
き
前
後
二
貫
性
を
失
っ
た
記
述
に
な
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

大
 
 

以
上
の
私
の
考
察
が
、
「
ブ
ス
」
と
い
う
語
の
語
義
な
ら
び
に
性
質
を
解
明
す
る
 
 

た
め
に
妥
当
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
結
論
の
一
つ
と
し
て
こ
ゝ
に
あ
き
ら
か
 
 

に
「
チ
ス
」
ほ
、
「
シ
ラ
ス
」
「
キ
コ
ス
」
「
メ
ス
」
と
同
じ
系
列
に
立
つ
敬
語
性
動
 
 

詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
っ
し
か
も
こ
ゝ
ま
で
来
る
と
、
斎
藤
茂
吉
 
 

氏
が
反
証
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
、
高
菜
集
巻
一
、
麻
績
王
の
歌
の
訓
み
方
 
 

の
問
題
と
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
っ
 
 

麻
績
王
流
二
於
伊
勢
国
伊
良
県
鳥
乏
時
人
哀
傷
作
歌
 
 

を
Å
の
お
ミ
1
き
ふ
い
ら
ご
カ
リ
マ
ス
 
 
う
つ
そ
を
麻
積
王
あ
ま
な
れ
や
伊
良
眞
が
島
の
珠
草
刈
鹿
須
 
（
一
、
二
三
）
 
 

麻
績
王
聞
レ
之
感
傷
和
歌
 
 

う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
浪
に
濡
れ
伊
良
虞
の
島
の
宝
撃
刈
り
食
（
一
、
二
四
）
 
 

0  

結
句
．
「
食
」
字
の
訓
に
つ
い
て
は
諸
説
が
わ
か
れ
て
居
り
「
代
匠
記
」
で
は
ハ
ム
 
 

と
訓
み
、
「
苗
義
」
こ
れ
を
襲
い
、
近
時
の
学
者
で
も
、
井
上
博
士
の
「
新
考
」
、
沢
潟
博
 
 

「
食
 
ス
」
 
考
（
略
）
 
 

士
の
「
新
棟
」
皆
ハ
ム
で
あ
る
。
然
る
に
真
淵
の
「
考
」
で
は
チ
ス
と
訓
み
、
「
放
証
」
も
 
 

そ
れ
に
従
い
、
佐
々
木
博
士
の
「
新
訓
」
、
山
田
博
士
の
「
講
義
」
等
ブ
ス
と
訓
む
。
 
 

佐
々
木
、
武
田
両
博
士
の
「
定
本
万
葉
集
」
が
ハ
ム
に
転
じ
た
の
ほ
、
「
ブ
ス
」
を
 
 

一
応
敬
語
ら
し
い
と
し
．
敬
語
な
ら
ば
自
分
の
動
作
を
言
う
に
不
適
当
で
あ
ろ
う
 
 

と
い
う
文
法
的
考
慮
に
基
い
た
の
で
あ
る
。
之
に
反
し
ブ
ス
と
訓
む
方
ほ
「
食
」
 
 

字
は
ブ
ス
と
よ
む
べ
き
字
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
考
慮
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
 
 

い
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
「
食
」
字
が
万
葉
集
中
に
用
い
ら
れ
た
実
例
に
つ
い
て
検
す
る
に
、
 
 

一
節
の
璧
一
日
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
常
識
と
し
て
ま
ず
「
ブ
ス
」
と
訓
む
 
 

べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 
 

ヲ
ス
 
 

・
藤
原
が
上
に
食
国
を
め
し
給
ほ
む
と
 
（
一
、
－
五
〇
〕
 
 

ヲ
ス
ク
一
一
′
 
 

ア
′
ノ
シ
タ
 
 

・
天
下
『
一
云
食
国
』
 
 
（
二
、
一
六
七
）
 
 

ヲ
ス
 
 

・
食
国
を
定
め
た
ま
ふ
と
 
（
二
、
一
九
九
）
 
 

ブ
ス
 
 

・
食
国
を
収
め
給
へ
ば
 
 
（
六
、
九
二
八
）
 
 

チ
ス
 
 

・
食
国
の
違
の
み
か
ど
に
 
（
六
、
九
七
三
〕
 
 

ヲ
ス
 
 

・
食
国
の
四
方
の
人
を
も
 
（
十
九
、
四
二
立
野
）
 
 

等
に
ょ
つ
て
知
ら
れ
る
。
 
 
 

（
六
、
九
五
六
）
 
 

●
吾
大
王
の
食
国
ほ
 
 
 

ヲ
ス
 
 

・
御
食
国
は
さ
か
え
む
も
の
と
 
へ
十
八
、
四
〇
九
四
）
 
 

に
は
上
に
「
御
」
字
が
つ
い
て
い
る
が
古
写
本
に
ょ
つ
て
は
「
卸
」
字
の
な
い
も
 
 

の
も
多
い
。
 
 
 

次
に
「
食
」
字
を
「
メ
ス
」
と
も
よ
め
る
こ
と
ほ
 
 

七
】
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む
な
ぎ
0
ノ
セ
 
 

・
夏
や
せ
に
よ
し
と
い
ふ
も
の
ぞ
鰻
取
食
 
売
世
反
也
（
十
六
、
三
八
五
三
）
 
 

と
あ
る
に
ょ
り
て
知
ら
れ
る
が
、
殊
更
に
売
世
反
也
と
注
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
 
 

そ
れ
が
「
ブ
ス
」
と
い
う
訓
み
方
ほ
ど
普
遍
的
で
な
か
っ
た
せ
い
か
も
知
れ
な
い
。
 
 

シ
ラ
シ
ノ
，
シ
 
 

天
の
下
所
知
食
し
を
 
（
一
、
二
九
）
 
 

な
ど
の
一
群
は
シ
ラ
シ
メ
ス
と
い
う
語
の
一
部
分
で
あ
つ
て
メ
ス
と
い
う
訓
が
出
 
 

て
来
る
。
 
 
 

こ
れ
に
反
し
「
食
」
字
を
ハ
ム
と
よ
む
こ
と
は
一
騎
の
用
言
と
し
て
は
集
中
に
 
 

例
の
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
僅
に
、
 
 

キ
ハ
・
1
 
 

荷
ほ
死
の
明
く
る
寸
食
 
（
四
、
囲
八
五
）
 
 

シ
ヌ
バ
ム
 
 

何
時
か
越
え
来
て
見
つ
ゝ
偲
食
 
（
七
、
一
一
〇
六
）
 
 

メ
ス
†
ハ
ム
 
 
 

何
を
か
も
云
ほ
ず
て
言
ひ
し
と
吾
が
将
窺
食
 
（
十
一
、
二
五
七
三
）
 
 

の
三
例
に
他
の
語
句
の
一
部
と
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
っ
か
よ
う
に
他
の
 
 

語
句
の
一
部
分
と
し
て
借
用
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
あ
た
か
も
、
 
 

イ
モ
チ
ー
ン
 
 

日
の
暮
れ
ぬ
れ
ば
妹
食
ぞ
思
ふ
 
（
十
二
、
三
ニ
ー
九
）
 
 

と
同
様
に
、
前
後
の
関
係
が
そ
の
訓
を
規
定
し
て
く
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
独
立
的
 
 

な
用
言
と
し
て
の
 
「
食
」
字
が
、
普
通
い
か
に
訓
ま
れ
る
か
と
い
う
問
鮭
と
す
こ
 
 

し
ち
が
つ
て
く
る
。
 
 
 

さ
て
こ
う
見
て
く
る
と
、
素
直
な
用
字
法
か
ら
は
、
さ
き
の
麻
績
王
の
歌
の
結
 
 

ヵ
リ
ハ
ム
 
 

ク
マ
モ
カ
リ
ヲ
ス
 
 

旬
は
「
玉
藻
苅
食
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
つ
て
、
「
苅
食
」
は
た
や
す
く
賛
同
出
来
 
 

な
い
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
私
は
こ
の
歌
の
場
合
ほ
、
前
の
歌
に
対
す
る
意
識
的
 
 

な
押
韻
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

七
二
 
 

す
な
わ
ち
初
句
の
 
「
ウ
ツ
セ
ミ
ノ
」
は
、
前
の
歌
の
「
ウ
ッ
ソ
チ
タ
ミ
ノ
」
に
 
 

対
す
る
ア
リ
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
ほ
な
い
の
か
。
而
し
て
結
句
の
 
「
玉
藻
苅
食
」
も
 
 

カ
リ
マ
ス
 
 

前
の
歌
の
 
「
玉
藻
苅
威
須
」
に
対
す
る
ラ
イ
ム
で
は
な
い
の
か
。
「
食
」
字
を
「
ハ
 
 

ム
」
と
よ
む
こ
と
は
こ
の
脚
韻
を
殺
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
。
 
 
 

（
こ
う
な
る
と
「
苅
鹿
須
」
を
「
カ
リ
タ
ス
」
と
訓
ん
だ
「
燈
」
の
鋭
も
も
う
ー
度
か
 
 

え
り
み
ら
れ
て
よ
い
。
そ
れ
な
ら
ラ
イ
ム
は
い
よ
い
よ
完
全
で
あ
る
。
「
鹿
 
 
 

須
」
は
「
ブ
ス
」
と
訓
め
な
い
と
い
ぅ
の
も
道
理
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
 
 

歌
の
場
合
で
ほ
手
近
に
「
麻
績
王
」
の
「
麻
」
が
「
テ
」
に
借
り
ら
れ
て
い
 
 

る
の
だ
か
ら
。
）
 
 

カ
Ⅵ
二
7
ゝ
 
 
 

か
く
考
え
て
来
る
と
、
少
く
と
も
麻
績
王
の
歌
に
関
す
る
限
り
、
「
玉
藻
苅
食
」
 
 

は
十
分
根
拠
の
あ
る
訓
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
ゝ
に
至
つ
て
ほ
じ
め
て
 
 

斎
藤
氏
が
金
田
一
博
士
の
説
に
対
す
る
一
の
反
証
と
L
て
こ
の
歌
を
提
出
せ
ら
れ
 
 

た
事
の
意
味
が
出
て
来
る
。
 
 

然
る
に
「
ブ
ス
」
を
敬
語
な
り
と
す
る
文
法
家
の
榔
か
ら
は
、
麻
績
王
が
自
ら
 
 

「
革
藻
苅
り
食
す
」
と
い
ぅ
の
ほ
破
格
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 

力
〓
リ
ヲ
ス
 
 
 

い
ず
れ
を
い
ず
れ
と
す
べ
き
か
．
私
ほ
や
ほ
り
敢
て
「
苅
食
」
と
訓
む
。
 
 

七
 
 

そ
も
そ
も
破
格
と
ほ
此
の
場
合
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
に
、
二
言
に
し
て
い
 
 

え
ば
、
一
人
称
格
に
敬
語
動
詞
を
呼
応
せ
し
め
る
こ
と
の
不
可
な
る
を
い
う
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

然
る
に
此
の
禁
止
的
命
題
は
果
し
て
超
対
の
も
の
で
あ
る
か
。
 
 
 



む 私
は
そ
れ
が
許
さ
れ
る
場
合
の
二
つ
あ
る
事
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
宣
 
 

命
や
御
製
の
場
合
で
ー
あ
る
が
そ
れ
ほ
別
と
し
て
、
他
の
一
つ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
或
る
 
 

種
の
戯
咲
的
効
巣
を
ね
ら
つ
た
特
妙
の
修
辞
の
場
合
で
あ
る
。
次
の
古
事
記
の
例
 
 

を
見
ら
れ
た
い
。
 
 

こ
と
 
 
 

し
な
◎
 
 
 

や
l
と
だ
け
ふ
こ
と
 
 
 

（
倭
建
の
命
）
其
の
国
よ
り
科
野
の
国
に
越
え
ま
し
て
、
科
野
の
坂
の
神
を
青
 
 

ち
ぎ
 

ふ
や
ヂ
ひ
め
も
と
 
 
 

向
け
て
、
尾
張
の
国
に
薄
り
来
ま
し
て
、
斯
り
お
か
し
し
美
穂
受
比
売
の
許
に
 
 

か
ほ
ふ
け
 
 
ス
り
ま
し
つ
。
こ
こ
に
大
郷
食
蹴
る
時
に
、
其
の
美
穂
受
比
売
、
大
郷
潜
護
を
 
 

お
す
ひ
す
々
さ
は
ぃ
の
も
¢
 
 
 

捧
げ
て
蹴
り
き
。
こ
こ
に
美
穂
受
比
売
そ
れ
象
の
礁
に
月
紺
着
き
た
り
し
か
れ
 
 
 

そ
の
月
経
を
見
そ
な
は
し
て
御
歌
詠
み
し
た
ま
ひ
し
く
、
 
 

あ
め
 
 
か
ぐ
ヤ
象
 
 
 
 
 
ひ
さ
か
た
の
 
禾
の
香
山
 
 

こ
 
が
ま
 
 
 
 
き
 
 

く
じ
 
 
 
 
 
利
錬
に
 
真
渡
る
飴
 
 

ひ
は
ば
々
 
 
た
わ
ヤ
か
ひ
な
 
 

弱
細
 
手
東
腕
を
 
 

月
立
ち
に
け
り
 
 

か
れ
美
穂
受
比
売
、
御
歌
に
答
へ
て
歌
ひ
し
く
 
 

高
光
る
 
口
の
御
子
 
 

や
す
み
し
し
 
吾
が
大
君
 
 
 

あ
ら
玉
の
 
年
が
来
経
れ
は
 
 

あ
ら
玉
の
 
月
ほ
来
経
往
く
 
 

・
－
べ
 
 許

な
諾
な
 
哀
感
ち
が
た
に
 
 

「
食
 
ス
」
 
考
（
鳴
）
 
 

趣
か
む
と
は
 
 

さ
寝
む
と
ほ
 
 

な
 
 
 
ケ
 
セ
 
ル
 
 

汝
が
郁
勢
流
 
 

l◆  

あ
れ
 
 

吾
は
す
れ
ど
 
 

吾
は
恩
へ
、
と
 
 

伊
に
 
 

ケ
セ
ル
 

す
々
 
 

吾
が
郡
勢
流
 
襲
の
裾
に
 
 

月
立
た
な
む
よ
。
 
 

ニ
ー
 

ふ
は
か
し
 
 
 

か
れ
爾
に
都
合
ま
し
て
、
其
の
御
刀
の
草
薙
の
勧
を
、
其
の
美
夜
受
比
売
の
許
 
 

い
ぶ
き
 

い
ぞ
ま
 
 
 

に
置
か
し
て
、
伊
根
岐
の
山
の
神
を
取
り
に
幸
行
し
き
。
（
記
、
中
）
 
 

ケ
七
ル
ケ
 
 
 

右
に
於
て
美
禰
受
比
売
の
歌
の
「
郡
勢
流
」
（
着
セ
ル
）
は
敬
語
の
筈
で
あ
り
、
 
 

然
ら
ば
美
穂
受
比
売
が
「
吾
が
着
せ
る
」
と
言
っ
た
の
ほ
誤
で
あ
る
か
上
い
う
 
 

に
、
そ
う
い
う
簡
単
な
結
論
は
出
せ
な
い
筈
の
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
こ
れ
 
 

は
、
美
夜
受
比
売
が
さ
き
の
俸
建
命
の
御
た
わ
む
れ
の
歌
に
応
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
 
 

の
も
の
で
あ
つ
て
、
詣
滋
の
意
の
豊
な
る
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
熱
田
縁
起
に
 
 

は
、
右
の
美
穂
受
比
売
の
歌
を
「
此
の
吾
が
郡
流
」
と
改
め
て
の
せ
て
い
る
た
め
 
 

に
、
学
者
戎
ほ
こ
れ
に
よ
つ
て
却
っ
て
古
事
記
本
文
を
改
め
ん
と
す
る
も
の
が
あ
 
 

る
が
、
本
末
を
誤
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
比
売
の
襲
の
裾
に
「
月
の
さ
は
り
」
の
着
 
 

い
て
い
た
こ
と
が
命
の
歌
を
ひ
き
起
し
た
。
 
 

な
け
0
0
 
 

「
…
…
汝
が
着
ゼ
る
お
す
ひ
の
据
に
月
立
ち
に
け
り
」
 
 

比
凌
ほ
此
の
御
た
わ
む
れ
を
迎
え
て
 
 

わ
0
け
 
 

「
‥
う
べ
な
ぅ
べ
な
書
か
着
せ
る
お
す
ひ
の
裾
に
月
立
た
な
む
よ
」
 
 

素
朴
明
朗
当
意
即
妙
な
此
の
応
酬
の
妙
味
は
、
半
ば
こ
の
「
吾
が
着
せ
る
」
と
い
 
 

う
、
文
法
的
に
は
祢
格
の
呼
応
を
違
え
た
表
現
に
か
1
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
戯
嗅
 
 

の
歌
で
あ
つ
て
、
明
瞭
な
お
ど
け
を
含
ん
で
い
る
の
で
ぁ
る
。
お
ど
け
と
は
自
己
 
 

を
戯
画
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
戯
画
化
は
自
称
に
敬
語
を
用
い
る
事
に
よ
 
 

っ
て
な
さ
れ
る
。
自
己
の
戯
画
化
は
自
嘲
と
杢
亨
え
る
。
 
 

七
三
 
 
 

寸ノ  
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わ
け
 
 
 

し
か
も
此
の
言
語
上
の
お
ど
け
は
、
相
手
の
倭
建
命
の
「
汝
が
着
せ
る
…
‥
」
 
 

と
い
ぅ
敬
語
表
現
を
す
ぐ
に
奪
い
と
つ
て
、
↓
吾
が
着
せ
る
」
と
用
い
た
と
こ
ろ
 
 

に
い
よ
く
決
定
的
な
効
果
が
あ
る
わ
け
そ
あ
る
。
 
 
 

ひ
る
が
え
つ
て
麻
績
王
の
歌
を
見
る
に
、
時
の
人
が
哀
傷
し
て
 
 

0
0
〇
 
 
 

…
：
魔
法
王
あ
ま
な
れ
や
伊
良
眞
の
島
の
珠
藻
苅
巌
須
 
 

と
詠
っ
た
そ
の
「
苅
麻
須
」
の
敬
語
的
余
韻
を
す
ぐ
に
う
つ
し
て
 
 

カ
リ
チ
ス
 
 
う
つ
せ
み
の
命
を
惜
し
み
珠
藻
苅
食
 
 

と
和
せ
ら
れ
る
。
そ
の
呼
吸
は
、
命
の
歌
に
対
す
る
比
売
の
応
じ
方
と
正
に
揆
を
 
 

一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
麻
績
王
の
場
合
は
、
も
と
よ
り
お
ど
け
は
お
 
 

ど
け
で
あ
つ
て
も
、
悲
痛
な
お
ど
け
で
あ
る
。
膏
、
此
の
お
ど
け
の
た
め
に
歌
が
 
 

け
 
 

一
層
悲
痛
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
従
前
こ
れ
が
か
え
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
 
 
 

鹿
漬
王
の
歌
が
、
戯
咲
の
歌
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
契
機
ほ
、
い
う
ま
で
も
な
ぐ
 
 

そ
の
直
前
の
「
時
の
人
の
歌
」
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
此
の
点
で
も
、
美
穂
受
比
 
 

売
の
歌
が
倭
建
命
の
歌
の
戯
咲
歌
的
契
機
に
触
発
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
 
 

る
。
す
な
わ
ち
時
の
人
の
歌
に
於
て
高
貴
な
る
麻
績
王
を
、
殊
濠
に
「
あ
ま
人
な
 
 

れ
ば
宝
鑑
を
苅
り
給
ふ
に
や
。
」
と
い
ぶ
か
る
如
く
に
言
い
な
し
た
の
ほ
、
そ
．
の
と
 
 

り
ち
が
え
の
中
に
洗
い
哀
傷
を
織
り
こ
ん
だ
「
あ
は
れ
な
る
を
か
し
さ
」
が
含
ま
 
 

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
 
 
 

麻
績
王
が
之
を
聞
い
て
、
感
じ
傷
み
て
和
せ
ら
れ
た
歌
の
心
洗
い
ひ
び
き
を
見
 
 

よ
。
ウ
ツ
セ
ミ
ノ
、
イ
ノ
チ
チ
ラ
シ
ミ
、
ナ
ミ
一
ヌ
レ
、
切
々
と
し
て
肺
腑
を
打
 
 

つ
中
に
、
イ
ラ
ブ
ノ
シ
マ
ノ
、
タ
マ
モ
カ
リ
グ
ス
、
と
結
ば
れ
て
、
御
身
を
い
と
 
 

ほ
し
み
た
ま
う
「
あ
は
れ
」
が
、
自
嘲
の
ひ
ゞ
き
と
交
蕗
し
っ
ゝ
、
こ
の
比
類
な
 
 

七
四
 
 
 

き
悲
痛
な
戯
嗅
歌
を
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
食
」
字
を
「
ハ
ム
」
と
よ
 
 

ん
だ
の
で
ほ
こ
の
完
成
は
得
ら
れ
な
い
。
 
 
 

ヲ
ヲ
 
「
食
ス
」
も
敬
語
な
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
の
歌
の
「
食
ス
」
を
よ
り
ど
こ
 
ヲ
 
 

「
テ
ス
」
は
敬
語
動
詞
で
あ
る
。
敬
語
動
詞
は
一
人
称
格
に
呼
応
し
な
い
。
」
そ
 
 

う
い
ぅ
一
遍
の
文
法
的
概
念
か
ら
、
簡
単
に
此
の
結
句
を
「
タ
マ
モ
カ
リ
ハ
ム
」
と
 
 

訓
む
説
ほ
俄
か
に
承
認
し
が
た
い
。
私
は
此
の
歌
の
本
質
を
、
美
荷
受
比
売
の
歌
 
 

と
同
様
に
、
戯
嗅
歌
と
し
て
把
握
す
る
。
さ
す
れ
ば
「
食
」
ほ
ラ
ス
で
よ
い
の
で
 
 

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
美
穂
受
比
売
の
「
着
セ
ル
」
が
敬
語
で
あ
つ
た
よ
う
に
 
 

ろ
に
し
て
、
「
食
ス
」
の
敬
語
説
を
否
定
す
る
こ
と
ほ
出
来
な
い
っ
 
 
 

斎
藤
氏
が
他
の
一
の
反
証
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
丹
生
女
王
の
歌
に
至
る
と
、
却
 
 

っ
て
更
に
私
見
に
根
拠
を
添
え
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

右
の
令
食
有
を
い
か
に
訓
む
べ
き
か
。
諸
説
は
こ
1
に
於
て
ま
す
ま
す
分
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
拾
穂
抄
」
・
「
童
蒙
抄
」
の
「
ノ
マ
セ
ル
」
や
、
 
 

「
古
養
」
・
「
新
考
」
の
「
タ
バ
セ
ル
」
な
ど
ほ
、
「
食
」
字
に
「
ノ
ム
」
「
タ
ブ
」
 
 

の
訓
が
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
賀
す
る
わ
け
に
行
か
ぬ
一
 
 
 

残
る
と
こ
ろ
は
「
考
」
の
「
メ
サ
セ
ル
」
と
、
「
玉
小
琴
」
・
「
略
解
」
・
「
新
訓
」
 
 

な
ど
の
「
チ
サ
セ
ル
」
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
「
食
」
字
が
メ
ス
と
も
ブ
ス
と
も
よ
め
 
 

る
か
ら
、
可
能
な
訓
で
あ
る
。
（
さ
す
が
に
こ
の
場
合
ほ
「
ハ
マ
セ
ル
」
と
い
う
 
 
 

丹
生
女
王
贈
二
太
宰
細
大
伴
卿
一
歌
 
 

ね
き
ー
 
 

い
に
し
へ
0
0
0
苦
プ
 
苗
の
人
の
合
食
有
吉
備
の
酒
癖
め
ば
す
べ
な
し
貰
糞
賜
ら
む
（
掴
、
王
立
四
）
 
 



1■  

訓
を
誰
も
考
え
て
い
な
い
J
 
 
 

こ
の
う
ち
で
酒
に
対
し
て
メ
ス
と
言
っ
た
例
を
知
ら
ず
、
チ
ス
は
本
稿
の
ほ
じ
 
 

め
に
引
い
た
よ
う
な
紀
記
の
川
弼
が
あ
る
か
ら
、
決
定
訓
は
「
テ
サ
セ
ル
」
と
す
 
 

べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
従
っ
て
こ
の
限
り
に
於
て
斎
藤
氏
に
賀
す
る
も
の
で
あ
 
 

る
。
チ
サ
セ
の
セ
ほ
使
役
の
そ
れ
で
あ
づ
て
 
（
斎
藤
氏
ほ
そ
の
点
綴
解
し
て
お
ら
 
 

れ
る
よ
う
で
あ
る
）
使
役
す
る
重
体
は
、
古
人
す
な
わ
ち
大
伴
卿
で
あ
る
。
し
か
 
 

し
そ
の
使
役
を
受
け
て
「
ブ
ス
」
と
い
う
行
為
を
す
る
主
体
は
丹
生
女
王
で
ほ
な
 
 

い
か
。
す
る
と
自
分
の
行
為
を
「
ブ
ス
」
と
い
う
敬
語
動
詞
で
表
現
し
た
こ
と
に
 
 

な
り
ほ
し
な
い
か
。
 
 
 

正
に
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
読
者
は
ほ
や
く
も
こ
の
歌
の
「
嫡
め
ば
術
な
し
 
 

貫
筆
賜
ら
む
」
あ
た
り
か
ら
、
此
の
歌
の
戯
嗅
歌
た
る
本
質
を
見
ぬ
い
て
居
ら
れ
る
 
 

か
も
知
れ
ぬ
が
、
一
体
女
王
に
洒
を
贈
っ
た
人
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
讃
洒
歌
の
作
者
 
 

で
あ
つ
て
、
、
酒
客
の
常
と
し
て
は
、
お
の
れ
の
好
む
酒
を
、
人
に
も
「
を
せ
」
と
 
 

す
ゝ
め
る
の
で
あ
る
、
恐
ら
く
潜
に
そ
身
て
旗
人
卿
の
歌
も
あ
つ
た
の
が
伝
わ
ら
 
 

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
 
 

0
0
0
 
 
 

0
0
0
0
 
 
 

「
を
せ
、
を
せ
と
す
ゝ
め
て
を
さ
せ
給
ふ
な
れ
ど
、
妾
ほ
卿
と
異
り
て
下
戸
な
 
 
 

り
。
を
せ
ば
た
ぐ
り
す
る
故
に
そ
の
料
に
質
実
を
た
ま
へ
、
」
 
 
 

か
く
た
わ
む
れ
る
の
が
こ
の
歌
の
本
意
な
の
で
あ
る
「
ブ
ス
」
が
決
し
て
偶
然
 
 

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

さ
す
れ
ば
．
麻
績
王
の
歌
と
丹
生
女
王
の
歌
と
に
、
一
人
称
終
に
応
ず
る
「
ブ
 
 

ス
」
が
有
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
戯
嗅
歌
と
し
て
の
特
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
う
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
の
斎
藤
氏
の
反
証
ほ
破
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

↓
食
 
ス
」
 
考
（
鳴
）
 
 
 

お
わ
り
に
ー
「
ブ
ス
」
と
い
う
諸
に
つ
い
て
の
問
題
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
示
す
た
 
 

め
で
ほ
あ
つ
た
が
、
金
田
一
、
斎
藤
両
博
士
の
細
論
に
つ
い
て
、
み
だ
り
な
引
用
 
 

を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
し
た
罪
を
謝
す
る
。
 
 
 

伺
叉
、
斎
藤
氏
の
御
意
見
で
ほ
、
か
り
に
も
し
「
サ
ス
」
の
敬
語
説
が
成
立
し
 
 

て
も
、
一
方
で
良
寛
や
御
自
身
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
な
敬
語
で
な
い
「
デ
ス
」
が
 
 

存
在
し
て
か
ま
わ
な
い
と
い
う
、
歌
人
と
し
て
の
見
識
を
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
 
 

あ
る
か
ら
、
こ
れ
ほ
余
人
の
と
か
く
い
う
べ
き
筋
で
ほ
な
い
。
 
 
 

倒
叉
、
私
が
敬
語
動
詞
と
去
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
普
通
で
は
一
人
称
格
に
呼
応
 
 

し
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
尊
敬
性
の
程
度
な
ど
ほ
別
問
 
 

題
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
体
言
化
し
た
場
合
に
ど
の
程
度
の
敬
意
を
持
っ
て
い
 
 

る
か
な
ど
は
別
の
観
点
か
ら
き
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
め
し
」
は
敬
意
を
失
 
 

つ
て
も
、
「
め
す
」
は
自
称
と
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

（
昭
和
廿
六
年
度
国
語
学
会
盛
岡
講
演
会
〔
一
九
五
一
・
一
二
・
 
 

一
〇
講
演
要
旨
）
 
 
 




