
方

言

と

國

語

教

育

－

標

準

語

か

ら

共

通

語

へ

1

方

言

の

概

念

方

言

を

ど

う

見

る

か

に

つ

い

て

は

、

有

力

な

二

つ

の

見

解

が

封

立

し

て

い

る

。

一

つ

は

言

語

聾

者

の

見

解

で

、

他

は

民

俗

尊

者

の

そ

れ

で

あ

る

。

前

者

に

よ

れ

ば

、

方

言

と

は

そ

の

土

地

に

行

な

わ

れ

を

一

切

の

言

語

現

象

で

あ

る

、

と

す

る

の

で

あ

る

が

、

一

般

の

国

語

尊

者

も

多

く

は

こ

の

立

場

に

賛

成

し

て

い

る

よ

う

で

あ

る

o

こ

の

見

解

に

し

た

が

う

と

き

は

、

概

準

語

と

共

通

す

る

言

語

現

象

で

あ

つ

て

も

1

そ

れ

が

そ

の

方

言

敢

骨

の

も

の

で

あ

る

か

ぎ

り

常

然

方

言

と

見

な

さ

れ

る

。

こ

れ

に

反

し

て

民

俗

畢

者

ら

は

，

槙

準

語

と

共

通

の

言

語

現

象

は

一

切

か

え

り

み

や

、

も

っ

ぱ

ら

槙

準

語

と

な

に

か

の

点

で

ち

が

つ

主

」

口

語

現

象

だ

け

を

問

題

に

す

る

。

そ

の

な

か

で

も

、

軍

に

音

の

す

が

仁

の

ち

が

い

に

も

と

づ

く

こ

と

ば

は

、

こ

れ

を

な

ま

り

（

あ

る

い

は

靴

語

）

と

し

て

別

に

と

り

あ

つ

か

い

，

な

i

き

り

以

外

の

原

因

で

語

形

の

ち

が

っ

て

い

る

こ

と

ば

－

い

わ

ゆ

る

土

語

（

あ

る

い

は

健

吉

）

に

主

力

を

そ

そ

ぐ

傾

き

が

つ

よ

い

。

な

か

に

は

、

た

と

え

土

語

で

あ

つ

て

も

、

も

は

や

「

言

海

」

に

登

録

さ

れ

た

も

の

は

ー

應

は

ぷ

い

て

、

研

究

能

率

の

向

上

を

は

か

ろ

ぅ

と

す

る

ひ

と

び

と

（

た

と

え

ば

柳

田

國

男

氏

ら

）

も

あ

る

°

民

俗

革

的

方

法

に

よ

る

方

言

の

研

究

が

い

も

じ

る

し

い

効

果

を

あ

げ

た

こ

と

は

、

「

蝸

牛

考

」

そ

の

他

の

業

清

に

よ

っ

て

人

の

よ

く

知

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。

茸

証

さ

れ

た

古

い

語

形

が

、

目

付

け

の

明

ら

か

で

な

い

と

い

う

点

で

、

積

極

的

に

国

語

史

の

資

料

と

し

て

は

利

用

さ

れ

に

く

い

と

し

て

も

、

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

や

碓

魂

の

研

究

の

欠

格

を

お

ぎ

な

う

た

め

の

極

め

て

新

鮮

な

風

を

吹

き

入

れ

だ

功

腰

を

ぅ

た

が

う

人

は

あ

る

ま

い

。

（

民

俗

撃

的

方

法

は

、

葺

質

的

に

は

ジ

リ

エ

ロ

ン

な

ど

の

と

な

え

主

星

和

地

理

拳

の

方

法

と

一

致

す

る

と

見

ら

れ

る

。

、

参

照

、

ド

オ

ザ

（

松

原

秀

治

譚

）

「

言

語

地

理

畢

」

）

し

か

し

な

が

ら

、

も

し

方

言

と

い

う

も

の

を

、

一

つ

の

言

語

体

系

と

し

て

、

厳

密

な

立

場

か

ら

と

ら

え

よ

う

と

す

る

な

ら

ば

、

軍

に

檀

準

語

と

違

っ

た

形

の

こ

と

ば

だ

け

を

取

り

あ

げ

る

に

と

ど

め

る

の

は

不

十

分

で

あ

ろ

う

o

土

語

中

心

の

方

法

が

も

た

ら

し

た

偉

大

な

結

果

は

よ

く

わ

か

る

け

れ

ど

も

、

言

語

状

悪

の

体

系

的

，

包

括

的

な

把

握

を

め

ざ

す

か

ぎ

り

，

民

俗

革

的

方

法

は

、

雷

用

的

立

場

に

お

ち

て

し

き

っ

危

険

が

大

き

い

。

そ

の

う

え

ア

ク

セ

ン

ト

研

究

の

立

場

か

ら

言

う

と

、

民

俗

革

的

方

法

は

完

全

に

無

力

で

あ

る

。

マ

ッ

（

松

）

と

か

ム

ギ

（

賽

）

と

か

の

よ

ぅ

に

，

全

国

ど

こ

へ

行

っ

て

も

共

通

に

マ

ツ

、

ム

ギ

で

あ

っ

て

方

言

量

が

ゼ

ロ

で

二

五
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あ
る
よ
う
な
こ
と
ば
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
土
語
中
心
の
立
場
に
た
つ
か
ぎ
り
 
 

全
戯
意
味
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
者
に
と
つ
て
は
、
こ
の
よ
 
 

う
な
全
図
共
通
の
こ
と
ば
こ
そ
か
え
つ
て
眞
に
比
較
研
究
の
野
象
で
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
民
俗
琴
的
な
土
語
中
心
の
立
場
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
 
 

者
の
共
通
語
中
心
の
立
場
と
は
よ
さ
に
正
反
封
で
あ
る
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
二
う
の
立
場
が
方
言
研
究
上
た
が
い
に
排
斥
し
あ
わ
な
け
れ
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
研
究
の
封
象
に
よ
つ
て
二
つ
の
方
法
を
適
切
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

に
使
い
わ
け
て
も
か
ま
わ
ヘ
ル
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
一
つ
の
言
語
融
合
に
お
け
 
 

る
言
語
状
憩
を
体
系
的
に
と
ら
え
、
こ
れ
を
、
同
じ
原
理
に
よ
つ
て
と
ら
え
ら
れ
 
 

た
他
の
言
語
状
悪
と
比
較
し
ょ
う
と
す
る
方
法
に
し
た
が
う
か
ぎ
ト
、
ア
ク
セ
ン
 
 

ト
研
究
者
の
立
場
は
、
つ
い
に
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
以
外
の
分
野
に
ま
で
旗
張
さ
れ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

公
 
国
語
数
育
と
方
言
 
 

方
言
祀
曾
に
お
け
る
国
語
教
育
に
方
言
と
い
う
も
の
が
ど
う
し
て
も
混
入
し
て
 
 

く
る
と
す
る
な
ら
ば
．
教
師
は
こ
れ
を
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
”
甘
い
。
取
り
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

げ
る
以
上
は
、
い
わ
ゆ
る
な
ま
り
や
土
語
だ
け
で
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
や
文
法
の
 
 

申
ま
で
も
取
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぢ
い
。
前
述
し
た
土
語
中
心
の
立
場
で
方
言
 
 

を
と
り
あ
げ
る
と
．
い
き
お
い
言
語
の
全
面
に
は
ふ
れ
な
い
で
、
翠
に
そ
の
一
面
 
 

だ
け
を
強
調
す
る
欠
点
を
生
み
や
す
い
。
ひ
い
て
は
、
方
言
と
は
翠
に
矯
正
さ
れ
 
 

ヽ
ヽ
 
る
た
め
だ
け
の
言
語
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
あ
や
ま
つ
た
観
念
を
う
え
つ
け
る
結
 
 

果
に
お
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
つ
と
も
、
棟
準
語
と
ち
が
つ
た
も
の
を
と
b
あ
 
 

二
大
 
 
 

げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
戯
、
何
が
共
通
の
要
素
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
前
提
 
 

と
す
る
は
す
だ
か
ら
、
土
語
中
心
の
方
法
が
か
な
ら
す
そ
う
し
た
欠
陥
を
生
み
だ
 
 

す
と
は
言
わ
な
い
。
け
れ
ど
堅
言
語
状
腰
の
体
系
的
把
握
を
ね
ら
う
の
と
ね
ら
わ
 
 

な
い
の
と
で
は
、
嘗
際
前
に
か
な
り
の
ち
が
い
が
出
る
の
で
は
あ
る
ぎ
い
か
。
 
 
 

す
く
な
く
と
も
歯
語
教
育
に
関
し
て
は
∵
あ
く
ま
で
も
す
べ
て
の
部
面
を
ふ
く
 
 

む
、
廉
い
言
語
現
象
と
し
て
の
方
言
を
と
ら
え
る
こ
と
が
ま
す
必
要
で
あ
る
と
恩
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

う
の
で
あ
る
。
た
ん
に
方
言
の
特
殊
性
だ
け
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
し
に
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

（
方
言
と
標
準
語
．
あ
る
方
言
と
極
地
方
の
方
言
と
の
）
共
通
性
を
あ
わ
せ
て
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ら
え
／
か
く
す
る
ノ
」
と
に
よ
つ
て
方
言
と
い
う
一
つ
の
言
語
状
懇
を
、
構
造
の
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
全
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
土
語
中
心
の
方
法
は
∵
あ
る
方
言
 
 

の
特
色
や
位
琴
づ
け
ぉ
か
ん
た
ん
に
知
ら
せ
る
点
で
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
り
、
 
 

生
徒
の
興
味
を
ひ
き
つ
け
る
点
か
ら
言
っ
て
も
利
用
店
植
は
大
き
い
が
、
そ
の
限
 
 

界
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ば
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

み
ぎ
に
の
べ
た
こ
と
は
、
国
語
教
育
上
方
言
を
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
と
ら
え
 
 

る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
私
の
意
見
で
あ
る
へ
｝
し
か
し
私
の
言
い
た
い
趣
旨
は
、
方
 
 

言
に
つ
い
て
の
観
念
的
な
認
識
－
－
方
言
は
一
地
方
に
行
な
わ
れ
る
音
語
現
象
の
 
 

全
体
皇
苧
フ
、
と
い
つ
た
程
度
の
零
し
い
定
義
づ
け
で
満
足
し
て
い
い
、
と
い
う
 
 

点
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
残
念
な
が
ら
完
全
に
観
念
論
で
あ
つ
て
、
そ
こ
か
ら
は
 
 

何
ら
適
切
な
封
発
も
う
ま
れ
な
い
の
で
ぁ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

方
言
と
瞭
準
語
と
の
閲
に
あ
る
共
通
性
と
差
異
性
を
あ
わ
せ
て
認
識
す
る
と
い
 
 

う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
共
通
性
の
上
に
立
つ
半
時
殊
性
 
 

を
括
造
的
に
知
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
方
言
の
認
識
と
言
 
 
 



つ
て
も
ひ
つ
き
よ
う
峯
論
に
終
ト
、
侶
植
あ
る
具
体
的
茸
援
の
多
く
は
期
待
す
る
 
 

こ
と
が
む
す
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
方
言
は
も
つ
と
ち
が
つ
た
角
度
か
ら
な
 
 

が
め
ら
れ
、
輔
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
安
藤
正
次
博
士
が
「
国
語
畢
」
に
 
 

の
べ
ら
れ
た
見
解
な
ど
は
、
そ
の
意
味
で
は
な
は
だ
参
考
に
な
る
J
思
う
の
で
あ
 
 

る
。
（
1
）
 
 

（
1
）
安
藤
正
次
「
国
語
学
」
1
4
。
で
（
昭
和
2
4
年
三
省
堂
）
 
 

「
方
言
と
い
う
の
は
、
同
一
図
譜
内
に
お
け
る
言
語
の
現
象
の
、
地
域
を
異
に
す
る
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

よ
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
差
異
を
認
め
た
場
合
、
そ
の
差
異
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
、
そ
れ
 
 

ぞ
れ
の
地
域
の
言
語
を
さ
ト
て
い
う
に
用
い
ら
れ
る
名
目
で
あ
る
。
」
（
傍
鮎
は
見
彗
 
 

3
 
方
言
の
規
定
 
 
 

一
般
の
聾
者
が
方
言
を
ど
う
規
定
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
 
 

の
章
の
終
り
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
（
付
録
参
照
）
、
前
述
の
観
点
か
ら
 
 

み
た
わ
ノ
た
し
自
身
の
方
言
の
規
定
の
し
か
た
を
以
下
に
の
ペ
る
。
 
 
 

わ
た
し
は
、
方
言
と
は
共
通
性
の
地
盤
の
上
に
特
殊
性
を
え
∴
サ
え
待
っ
た
一
つ
 
 

の
言
語
体
系
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
共
通
性
と
は
も
い
わ
ゆ
る
楔
準
語
や
他
の
方
 
 

言
と
共
通
な
性
質
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
特
殊
性
と
は
そ
の
方
言
が
標
準
語
や
他
 
 

の
方
言
か
ら
区
別
さ
れ
る
い
ろ
い
ろ
の
特
性
を
さ
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
共
通
 
 

性
と
特
殊
性
と
を
あ
わ
せ
も
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
自
体
一
つ
の
ま
と
A
a
L
リ
の
 
 

あ
る
全
体
と
し
て
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
わ
た
し
は
方
言
の
体
系
性
を
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

一
億
適
切
に
は
方
言
の
構
造
性
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

つ
ぎ
に
方
言
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
で
も
全
体
と
し
て
梗
準
語
や
他
の
方
言
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
封
應
関
係
に
た
つ
。
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
方
音
形
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
 
 

方
言
と
図
譜
教
育
 
（
見
坊
）
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

具
体
的
に
は
あ
る
方
言
体
系
に
お
け
る
一
つ
の
こ
と
ば
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
 
ヽ
 
 

と
で
あ
る
。
苧
ワ
ト
す
れ
ば
方
言
と
い
う
も
の
は
、
じ
つ
は
無
意
識
の
う
ち
に
全
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
体
と
し
て
い
つ
で
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
こ
と
ば
と
い
う
 
 

も
の
も
、
じ
つ
は
全
体
の
言
語
状
憩
の
一
部
分
と
し
て
の
こ
と
ば
と
い
う
構
造
に
 
 

お
い
て
補
え
ら
れ
て
い
る
烏
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
理
解
さ
れ
 
 

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
封
鮭
関
係
と
い
う
こ
と
ば
は
、
宣
一
一
冒
槙
準
語
ま
た
は
他
の
 
 

方
言
と
の
比
較
の
閲
係
に
お
い
て
な
が
め
る
と
き
、
共
通
の
関
係
と
差
異
の
関
係
 
 

と
を
同
時
に
表
わ
す
た
め
に
考
案
さ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
封
應
と
い
う
こ
と
は
 
 

軍
な
る
一
致
の
圃
係
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
同
一
と
い
う
こ
と
と
区
別
さ
れ
、
ま
た
 
 

単
な
る
差
異
の
閲
係
で
も
な
い
が
ゆ
え
に
封
立
と
は
別
注
概
念
で
あ
る
。
料
應
と
 
 

い
う
考
え
方
は
、
方
言
全
体
に
つ
い
て
も
、
ま
た
方
言
体
系
の
一
部
分
に
つ
い
て
 
 

も
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ー
り
、
特
に
方
言
体
系
の
一
部
分
の
考
察
 
 

に
さ
い
し
て
こ
の
概
念
は
有
効
で
あ
る
（
後
述
参
照
）
。
ま
た
、
酎
應
の
概
念
を
方
 
 

言
体
系
全
体
に
適
用
す
る
と
き
は
∵
常
烈
、
地
理
的
封
應
（
＝
地
域
的
に
み
宝
ハ
 
 

通
性
と
差
基
い
誓
が
よ
す
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
方
言
研
究
者
の
す
べ
て
が
、
方
言
 
 

研
究
の
前
提
と
し
て
承
認
し
て
い
る
草
書
で
あ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
の
勤
應
 
 

関
係
に
は
こ
の
ほ
か
に
な
お
時
間
的
封
應
（
＝
時
間
側
に
み
宝
ハ
通
性
と
特
殊
性
）
 
 

が
あ
る
8
ソ
シ
ュ
ウ
ル
皇
弓
て
い
る
よ
う
に
、
地
域
的
封
應
は
け
つ
き
よ
く
時
 
 

間
的
野
應
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
参
照
「
言
語
串
原
論
」
改
澤
新
版
二
六
 
 

七
ペ
）
・
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
の
地
域
的
封
應
が
こ
と
ご
と
′
＼
時
間
 
 

的
封
應
に
還
元
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
絆
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

柳
由
国
男
氏
も
力
諭
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
に
牽
生
し
た
新
語
と
い
う
も
の
も
な
 
 

一
一
七
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か
な
か
多
い
か
ら
で
あ
る
（
参
照
、
柳
田
国
男
「
国
語
史
・
新
語
篇
」
そ
の
他
）
。
 
 
 

以
上
の
べ
た
よ
う
に
、
野
應
閲
係
と
い
う
考
え
は
た
ん
に
方
言
の
特
殊
性
だ
け
 
 

を
強
調
す
る
こ
と
窒
息
昧
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
特
殊
が
特
殊
と
し
て
 
 

認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
地
盤
に
共
通
性
が
予
想
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
つ
 
 

て
、
共
通
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
じ
つ
は
特
殊
性
な
ど
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
 
 

は
す
で
あ
る
。
方
言
の
特
殊
性
を
詮
く
の
は
け
つ
こ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
 
 

方
言
の
把
握
が
終
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
い
さ
さ
か
早
す
ぎ
る
と
言
う
べ
き
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

夢
二
に
、
方
言
は
、
軍
に
全
体
と
し
て
他
の
言
語
体
系
と
封
癒
す
る
ば
か
り
で
 
 

、
、
、
、
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
各
部
分
も
ま
た
い
ち
い
ち
梗
準
語
や
他
の
方
言
の
そ
れ
ぞ
れ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
部
分
と
あ
い
封
臆
す
る
b
 
（
部
分
と
い
う
も
の
が
ゼ
っ
し
て
畢
な
る
部
分
と
し
 
 

て
孤
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
部
分
が
部
分
と
し
て
み
と
め
ら
れ
る
た
め
に
は
か
 
 

な
ら
す
全
体
と
い
う
も
の
が
地
盤
と
し
て
予
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
そ
 
 

の
全
体
が
他
の
全
体
と
つ
ね
に
封
應
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
全
体
の
 
 

な
か
の
一
部
分
が
、
他
の
全
附
の
な
か
の
一
部
分
と
謝
應
す
る
こ
と
も
ま
忘
蒜
 
 

で
あ
ろ
う
J
方
言
に
射
す
る
第
二
石
規
定
は
、
決
し
て
た
ん
な
る
抽
象
論
に
と
ど
 
 

ょ
る
も
の
で
は
な
い
。
方
言
と
い
う
言
語
体
系
の
一
部
分
を
療
準
語
に
言
い
か
え
 
 

た
り
∵
ま
た
他
の
方
言
と
比
較
し
た
り
す
る
ば
あ
い
に
、
つ
ね
に
全
体
の
中
に
お
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

け
る
そ
の
部
分
の
位
置
を
考
え
つ
つ
封
應
す
る
も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
、
正
し
い
 
 

結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
 
 

は
直
ち
に
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
標
準
語
へ
の
言
い
か
え
に
し
て
 
 

ヽ
ヽ
 
も
、
封
應
の
観
点
に
も
と
づ
か
な
い
言
い
か
え
は
単
な
る
靭
澤
に
お
わ
り
、
決
し
 
 

一
一
八
 
 
 

て
ほ
ん
と
う
の
言
い
か
え
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ほ
ん
と
う
の
言
い
か
え
を
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
の
方
言
体
系
の
そ
の
部
分
と
、
他
の
言
語
体
系
の
あ
る
部
 
 

ヽ
 
分
と
の
問
に
正
し
い
野
庭
関
係
を
見
出
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
の
た
め
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

は
ま
す
、
終
局
の
意
味
で
は
な
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
か
た
ち
に
即
し
た
息
 
 

葦
な
言
い
か
え
か
ら
出
費
す
べ
き
で
あ
る
ハ
ー
（
1
）
 
 

（
1
）
た
と
え
ば
盛
岡
方
言
の
ナ
ツ
テ
モ
カ
ワ
ネ
ガ
ツ
タ
（
「
な
ん
に
も
買
わ
な
か
つ
た
」
 
 

・
に
相
雷
す
る
）
の
ナ
ツ
テ
モ
を
た
だ
ち
托
「
な
ん
に
も
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
十
 
 

分
に
尉
應
鍋
係
を
つ
か
ん
だ
も
の
と
は
言
え
な
い
。
か
た
ち
に
即
し
て
思
案
に
言
い
か
 
 

え
る
な
ら
ば
、
ナ
ツ
テ
モ
は
「
な
ん
で
も
」
な
の
で
あ
る
。
じ
つ
さ
い
埼
玉
版
（
た
と
 
 

え
ば
高
麗
〔
コ
マ
〕
村
）
で
は
、
時
分
ど
き
な
ど
の
あ
い
さ
つ
に
「
ナ
ン
デ
モ
無
く
て
 
 

お
気
の
毒
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
 
 
 

か
′
、
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
は
じ
め
て
方
言
の
正
し
い
認
識
も
な
り
た
ち
、
教
育
 
 

的
効
果
も
十
分
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
2
）
 
 
 

（
2
）
封
應
関
係
に
お
い
て
言
語
を
み
る
と
い
う
感
度
は
、
た
ん
に
方
言
研
究
の
ば
あ
い
 
 

に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
言
語
一
般
の
研
究
に
ま
で
お
よ
ぼ
す
こ
と
 
 

が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
ま
た
、
封
應
関
係
と
言
っ
て
も
、
親
鮎
の
と
り
か
た
に
よ
り
、
同
じ
 
 

言
語
体
系
の
な
か
に
も
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
封
應
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
 
 

で
あ
る
が
、
今
は
し
ば
ら
く
方
言
に
つ
い
て
だ
け
論
議
を
進
め
る
こ
と
に
し
て
お
く
。
 
 
 

さ
て
方
言
が
以
上
の
よ
う
昼
勤
應
関
係
に
お
い
て
補
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
方
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
言
と
い
う
も
の
は
一
般
に
、
．
か
な
ら
す
（
す
く
な
く
と
も
）
二
重
の
謝
應
関
係
に
 
 

お
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
第
一
は
梗
準
詔
と
の
封
應
関
 
 

係
で
あ
り
、
第
二
は
他
の
方
言
と
の
野
應
関
係
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
他
の
方
言
と
 
 

の
封
應
関
係
の
ば
あ
い
は
、
お
た
が
い
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
い
 
 

く
ら
で
も
こ
ま
か
な
方
言
匠
割
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
逆
に
お
た
が
い
 
 
 



の
共
通
性
に
在
日
し
つ
つ
、
共
通
性
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
い
く
な
ら
ば
、
つ
い
に
 
 

は
日
本
じ
ゆ
う
の
方
言
を
一
括
し
て
一
つ
の
方
言
（
ァ
）
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
 
 

与
っ
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
名
目
上
は
一
つ
の
方
言
で
あ
る
が
、
音
質
的
に
は
ー
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

そ
の
方
言
は
も
一
シ
ろ
ん
日
本
語
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
般
に
わ
た
し
た
ち
が
 
 

「
日
本
語
」
に
つ
い
て
論
じ
る
と
い
う
ば
あ
い
の
日
本
語
と
は
、
じ
つ
は
こ
の
よ
 
 

う
に
い
も
い
ち
の
方
言
体
系
が
も
つ
特
殊
性
を
捨
象
し
て
極
端
に
抽
象
さ
れ
た
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

日
本
語
一
般
な
の
で
あ
る
．
と
考
え
る
の
が
具
体
的
に
は
正
し
い
の
で
㊦
ろ
う
。
 
 

し
て
み
る
と
、
方
言
の
絶
和
が
国
語
で
あ
る
と
い
う
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
考
 
 

え
方
（
3
）
 
は
、
翠
に
そ
れ
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
く
わ
し
く
な
い
考
え
方
と
言
う
 
 

よ
し
お
 
べ
き
で
あ
ら
う
。
山
田
孝
雄
博
士
が
、
「
日
本
文
法
堕
概
論
」
に
お
い
て
こ
の
追
 
 

認
を
批
判
し
て
お
ら
れ
る
の
は
ま
こ
と
に
も
つ
と
も
で
あ
る
と
思
う
（
4
）
。
 
 

へ
3
）
た
と
え
ば
、
神
保
 
緒
「
榛
準
語
研
究
」
5
7
ペ
（
昭
和
1
6
年
日
本
放
送
出
版
協
骨
 
 

刊
）
 
「
日
本
語
と
は
す
べ
て
の
方
言
の
絶
和
に
対
す
る
名
前
で
あ
る
。
方
言
以
外
に
別
 
 

に
日
本
語
と
い
ふ
も
の
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
ご
 
 

ま
た
た
と
え
ぼ
一
、
リ
ン
ュ
ウ
ル
「
言
語
学
原
論
」
改
課
新
版
二
七
〇
ペ
「
所
の
敦
だ
け
方
 
 

言
が
あ
る
。
」
同
じ
く
二
七
三
ぺ
「
方
言
な
る
も
の
が
、
図
譜
の
全
面
積
を
慈
恵
的
に
下
 
 

位
直
分
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
と
同
じ
く
、
‥
＝
 」
 
 

（
4
）
同
書
1
2
1
1
3
ペ
へ
昭
和
1
1
年
賓
文
館
）
 
 

「
こ
れ
ら
の
論
法
に
徽
ふ
時
は
日
本
人
の
個
々
の
み
あ
り
て
、
そ
の
以
外
に
日
本
人
と
 
 

い
ふ
も
の
な
し
と
い
ふ
結
論
に
到
達
す
べ
し
。
こ
れ
恰
も
野
哲
人
が
、
甲
の
馬
乙
の
馬
 
 

と
い
ふ
こ
と
を
知
り
得
て
馬
と
い
ふ
概
念
を
有
せ
ざ
る
に
も
似
た
り
。
（
中
略
）
吾
人
 
 

は
個
々
の
馬
の
知
識
を
有
す
る
と
共
に
一
般
的
に
馬
と
い
ふ
概
念
を
有
す
る
如
く
に
、
 
 

個
々
の
方
言
の
存
す
る
を
認
む
る
と
共
に
日
本
国
語
の
本
鰹
と
認
む
べ
き
共
通
語
と
い
 
 

ふ
も
の
ゝ
概
念
的
に
存
す
る
を
認
む
る
こ
と
は
明
か
な
る
事
賓
な
り
。
こ
の
共
通
語
は
 
 

個
々
の
方
言
の
絶
和
に
も
あ
ら
ず
、
叉
一
の
方
言
に
も
あ
ら
ず
し
て
、
即
ち
全
図
共
通
 
 

方
言
と
国
語
教
育
 
（
見
坊
）
 
 

に
行
ほ
る
べ
き
性
質
を
有
し
て
い
づ
れ
の
方
言
に
も
属
せ
ざ
る
多
少
概
念
的
性
質
を
苛
 
 

ぶ
る
語
に
し
て
、
そ
れ
が
教
育
の
普
及
と
文
化
の
致
達
と
に
よ
つ
て
塵
ず
べ
き
筈
の
も
 
 

の
な
り
ご
（
「
そ
れ
が
」
は
原
文
の
ま
ま
）
 
 

な
お
、
時
模
試
記
（
も
と
き
）
「
国
語
準
史
」
三
ぺ
 
（
昭
和
1
5
年
岩
波
書
店
刊
）
・
同
 
 

「
国
語
学
原
論
」
一
四
三
ぺ
（
昭
和
1
6
年
岩
波
書
鼻
刊
）
参
照
。
 
 

4
 
方
言
に
野
立
す
る
も
の
 
 

さ
て
各
方
言
の
間
の
共
通
性
だ
け
に
注
目
し
つ
つ
抽
出
さ
れ
た
 
「
日
本
語
一
 
 

般
」
な
る
も
の
を
何
と
よ
ぷ
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
前
に
ふ
れ
た
と
お
り
こ
 
 

れ
を
日
本
語
と
い
う
名
前
で
よ
ぷ
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
わ
た
 
 

し
た
J
シ
が
一
般
に
「
日
本
語
」
と
よ
ぷ
と
き
の
書
体
は
、
前
述
の
よ
う
な
性
格
を
 
 

も
つ
た
「
日
本
語
一
般
」
で
あ
る
、
と
理
解
う
る
こ
と
が
第
一
の
解
決
で
あ
る
。
 
 

つ
ぎ
に
第
二
の
解
決
と
し
て
は
、
こ
れ
を
「
梗
準
語
」
と
い
う
名
前
で
よ
ぷ
こ
と
 
 

も
考
え
ら
れ
る
。
じ
つ
さ
い
標
準
語
と
い
わ
れ
る
も
の
の
書
体
は
、
方
言
の
方
言
 
 

性
を
捨
象
し
た
「
日
本
語
一
般
」
と
苦
質
的
に
は
一
致
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 
 

か
。
し
か
し
な
が
ら
、
方
言
の
立
場
か
ら
な
が
め
る
と
き
、
日
本
語
一
般
を
た
だ
 
 

ち
に
標
準
語
と
い
う
名
前
で
よ
ぷ
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
す
か
 
 

に
考
え
れ
ば
だ
れ
で
も
す
ぐ
気
が
つ
く
よ
う
に
、
擦
準
語
と
い
う
名
前
は
け
つ
し
 
 

て
方
言
の
反
動
語
で
は
な
い
。
 
 
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
す
、
槙
準
語
と
方
言
と
が
あ
た
か
も
一
軒
の
こ
と
ば
で
あ
 
 

る
か
の
よ
う
に
▼
誤
解
（
？
）
さ
れ
た
結
果
、
方
言
は
い
や
し
い
も
の
で
あ
る
と
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

か
、
は
す
か
し
い
こ
と
ば
で
あ
る
と
か
い
う
固
定
観
念
が
い
つ
の
ま
に
か
ゆ
き
わ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

た
つ
て
し
ま
つ
た
。
た
し
か
に
方
言
は
、
あ
る
ば
あ
い
に
は
使
う
こ
と
を
恥
じ
て
 
 

l
一
九
 
 
 



岩
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ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
い
こ
と
ば
に
も
が
い
な
い
。
し
か
し
、
一
般
に
方
言
が
標
準
語
に
く
ら
ペ
て
低
 
 

級
で
あ
る
と
か
い
や
し
い
と
か
考
え
る
の
は
明
ら
か
に
不
常
で
あ
る
。
思
う
に
そ
 
 

う
考
え
さ
せ
る
に
至
っ
た
責
任
は
、
「
方
言
」
の
が
わ
に
は
少
な
ぐ
て
、
む
し
ろ
 
 

「
梗
準
語
」
の
が
わ
に
多
い
の
で
は
あ
る
い
か
（
1
）
。
そ
う
い
う
名
前
一
芸
け
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

そ
う
い
う
封
立
物
を
み
と
め
る
に
至
っ
た
考
え
方
そ
の
も
の
に
根
本
の
責
任
が
あ
 
 

る
と
解
す
る
の
が
h
豆
お
〓
ぼ
適
切
な
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
こ
の
達
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
十
五
年
に
組
織
さ
れ
た
国
語
調
査
委
員
が
 
 

ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

調
査
方
針
の
第
四
と
し
て
、
「
方
言
ヲ
調
査
シ
テ
槙
準
語
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
」
 
（
傍
鮎
 
 

ヽ
ヽ
 
 

ほ
見
坊
）
を
決
議
し
た
こ
と
。
そ
の
後
の
方
言
調
査
が
榛
準
語
へ
の
手
段
と
し
て
だ
け
 
 

ヽ
ヽ
 
 

行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
。
方
言
が
い
つ
で
も
榛
準
語
と
対
立
さ
せ
ら
れ
て
「
方
言
か
槙
 
 

準
語
か
」
と
い
う
形
で
も
つ
ば
ら
問
題
が
H
き
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
考
え
㌃
と
よ
く
 
 

理
解
き
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

た
と
え
ば
国
語
国
字
問
題
に
閲
す
る
議
論
の
進
歩
し
た
最
近
で
さ
え
、
「
擦
準
 
 

語
と
方
言
」
と
い
う
角
度
か
ら
だ
け
諸
家
が
議
論
を
上
下
さ
せ
て
い
る
あ
り
さ
ま
 
 

で
、
槙
準
語
の
直
接
母
胎
に
な
る
は
す
の
共
通
語
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
な
 
 

し
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
朝
日
新
聞
敢
の
国
語
文
化
講
座
第
一
巻
 
 

「
国
語
問
題
篇
」
 
（
昭
1
6
年
）
に
と
る
と
、
こ
の
な
か
に
「
槙
準
語
と
方
言
」
の
 
 

題
目
が
あ
り
、
ま
た
「
梗
準
語
と
国
語
教
育
」
（
昭
1
5
年
岩
波
書
店
刊
）
に
も
同
じ
 
 

項
目
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
や
れ
も
編
集
者
の
え
ら
ん
だ
題
名
か
も
し
れ
な
 
 

い
が
、
そ
こ
に
こ
の
間
恵
に
謝
す
る
常
時
の
支
配
的
な
考
え
方
の
反
映
を
は
つ
き
 
 

り
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
問
題
の
出
し
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

方
が
全
然
ち
が
つ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
正
し
く
は
「
棟
準
語
と
共
通
語
」
あ
る
 
 

ヽ
ヽ
＿
 
 

い
は
、
「
共
通
語
と
方
言
」
と
い
う
形
で
問
題
が
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
二
〇
 
 
 

共
通
語
♭
い
う
中
間
項
目
を
と
び
こ
え
て
「
接
準
語
と
方
言
」
を
た
だ
ち
に
結
び
 
 

つ
け
て
論
じ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
論
理
的
で
㍍
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
早
く
 
 

大
西
雅
雄
博
士
旦
一
一
口
わ
れ
た
よ
う
に
、
が
ん
ら
．
い
槙
準
語
と
方
言
と
を
封
立
さ
せ
 
 

て
考
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
参
照
、
石
黒
魯
卒
「
棟
準
語
」
 
 

5
3
べ
、
昭
和
2
5
年
明
治
国
書
）
、
国
語
調
査
曾
が
こ
う
し
た
形
で
間
忠
を
提
出
し
て
 
 

か
ヂ
と
し
 
 

以
衆
、
「
標
準
語
」
と
い
う
こ
と
ば
の
生
み
の
親
で
あ
る
上
田
萬
年
博
士
が
↓
観
 
 

語
の
た
め
に
」
啓
磯
宜
停
を
さ
れ
た
の
と
あ
い
ま
つ
て
「
噴
準
語
と
方
言
」
 
「
瞭
 
 

準
語
か
方
言
か
」
と
い
う
考
え
方
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
容
易
に
改
め
ら
れ
て
い
 
 

な
い
現
状
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
か
く
言
う
こ
と
に
よ
つ
て
わ
た
し
は
、
標
準
語
と
い
う
名
稀
 
 

そ
の
も
の
が
あ
や
ま
つ
て
い
る
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
槙
 
 

準
語
と
方
言
と
が
確
封
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
言
お
う
 
 

と
し
で
い
る
の
で
も
な
い
。
わ
た
し
の
言
い
た
い
の
は
、
方
言
が
問
題
と
し
T
と
 
 

り
あ
げ
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
掛
立
す
る
何
か
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

そ
の
封
立
概
念
は
標
準
語
で
は
な
く
て
、
ま
す
第
一
に
共
通
語
で
あ
ぃ
、
そ
の
共
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

連
語
が
あ
る
程
度
確
立
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
共
通
語
を
直
接
の
地
盤
と
し
て
標
準
 
 

語
が
考
え
ら
れ
る
の
が
順
雷
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
 
 

棟
準
語
が
問
患
と
し
て
と
♭
あ
げ
ら
れ
、
し
か
も
こ
れ
に
掛
立
す
る
何
か
の
概
念
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
封
立
概
念
は
方
言
で
は
な
く
て
、
ま
す
第
一
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

共
通
語
で
あ
り
、
方
言
は
共
通
語
を
媒
介
と
し
て
間
接
に
槙
準
語
と
結
び
つ
く
ペ
 
 

き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
上
で
明
ら
か
 
 

打
丁
よ
う
に
、
按
準
語
、
方
言
の
い
す
れ
の
が
わ
か
ら
出
覆
し
て
考
え
て
み
て
も
、
 
 
 



こ
の
二
つ
の
概
念
は
直
接
に
封
立
概
念
と
し
て
結
び
つ
く
べ
き
も
の
で
は
な
く
 
 

て
、
ど
ち
ら
も
共
通
語
を
媒
介
と
し
て
間
接
に
む
す
ぴ
つ
く
ペ
き
性
質
の
も
の
な
 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
標
準
語
と
方
言
」
と
い
う
考
え
方
や
「
検
準
語
か
 
 

方
言
か
」
1
と
い
う
問
い
方
は
、
問
題
を
混
乱
さ
せ
る
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
 
 

。
 
 

以
上
の
女
第
で
ち
る
か
ら
し
て
、
山
田
博
士
の
「
検
準
語
と
い
ふ
語
は
も
と
 
 

警
告
d
雪
d
l
L
巴
－
g
l
l
董
e
の
渾
に
し
て
言
語
を
異
に
す
る
異
民
族
の
集
合
国
家
に
於
 
 

い
て
政
治
的
に
そ
○
団
家
の
譲
合
、
法
令
な
ど
に
用
ゐ
る
棟
準
的
の
語
を
さ
す
も
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
に
し
て
今
い
ふ
如
き
方
言
に
射
し
て
の
共
通
語
を
さ
す
に
用
ゐ
る
は
不
常
な
り
 
 

よ
し
Å
 
 

と
す
．
」
（
前
掲
書
1
3
ぺ
。
傍
点
は
見
坊
）
と
い
う
意
見
、
な
ら
び
に
石
黒
修
氏
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
「
梗
準
語
は
方
言
と
封
立
す
る
も
の
で
な
く
、
方
言
が
地
方
的
な
の
に
謝
し
て
、
 
 

こ
れ
は
国
家
的
で
あ
る
。
」
（
国
語
文
化
講
座
「
国
語
問
題
篇
」
7
9
ペ
一
）
傍
点
は
見
 
 

坊
）
と
い
う
意
見
は
、
こ
ん
に
ち
ま
す
孟
す
は
つ
き
り
承
認
し
な
け
れ
ば
ぢ
ら
な
 
 

ぃ
基
本
的
な
考
え
方
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

5
 
棟
準
語
か
ら
共
通
語
へ
 
 

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
検
挙
語
と
い
う
名
前
は
こ
の
さ
い
ほ
か
の
通
常
な
名
前
 
 

に
切
り
か
え
た
方
が
こ
と
が
ら
を
は
つ
き
b
さ
せ
る
た
め
に
は
望
ま
し
い
。
標
準
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

語
と
い
う
名
前
が
、
共
通
語
の
規
範
性
を
慮
調
し
、
こ
れ
を
精
練
し
ヤ
ト
も
の
を
さ
 
 

す
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
わ
た
し
た
ち
の
笹
岡
的
常
識
で
あ
る
が
（
た
と
え
ば
 
 

よ
し
は
る
 
 

小
林
好
日
「
国
語
畢
通
論
」
1
6
べ
）
ま
だ
一
般
に
は
普
及
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
 
 

る
。
し
か
し
、
国
立
国
語
研
究
所
の
豪
足
と
と
も
に
、
梗
準
語
と
い
う
名
前
の
代
 
 

方
言
と
国
語
教
育
 
（
見
坊
）
 
 

り
に
共
通
語
と
い
う
名
前
が
だ
ん
だ
ん
使
わ
れ
指
し
た
。
こ
れ
は
早
急
に
一
般
敦
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

育
者
な
ら
び
に
大
衆
の
あ
い
だ
に
普
及
さ
せ
る
べ
き
名
前
で
あ
う
、
か
つ
、
考
え
方
 
 

で
あ
る
と
思
う
。
 
 

わ
た
し
の
よ
う
に
、
共
通
性
を
地
盤
と
し
た
特
殊
性
を
軸
と
し
て
方
言
を
考
え
 
 

る
方
法
に
よ
れ
ば
、
方
言
に
封
立
す
る
も
の
は
常
然
共
通
語
で
あ
つ
て
榛
準
語
で
 
 

は
な
い
。
が
ん
ら
い
方
言
と
い
う
漢
語
は
償
値
判
断
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
む
 
 

し
ろ
単
純
に
記
述
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
新
井
白
石
（
「
東
雅
」
 
 

放
論
）
や
吉
田
松
陰
の
用
語
例
か
ら
も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
明
 
 

治
時
代
に
な
つ
て
、
本
兼
的
に
僧
植
判
断
を
含
む
こ
と
ば
で
あ
る
「
榛
準
語
」
が
 
 

方
言
と
封
立
す
る
こ
と
に
な
つ
た
た
め
に
こ
、
方
言
と
い
う
こ
と
ば
が
必
要
以
上
に
 
 

非
償
植
的
な
エ
1
豊
潤
と
し
て
意
識
＿
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
（
∵
）
。
こ
れ
は
方
言
に
と
 
 

つ
て
は
措
だ
不
幸
ハ
甘
運
命
で
あ
つ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
1
）
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
時
代
の
「
方
言
」
研
究
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
方
言
研
究
に
お
い
 
 

て
、
方
言
現
象
が
侶
償
的
な
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
 
 

標
準
語
と
対
立
き
せ
ら
れ
な
い
方
言
は
、
む
し
ろ
「
通
俗
語
と
し
て
は
珍
奇
な
田
舎
詞
 
 

の
意
義
で
使
ふ
の
が
慣
例
で
あ
つ
た
」
 
（
束
條
韓
「
方
言
と
方
言
畢
」
三
四
二
ペ
）
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
 
 

こ
れ
は
軍
に
方
言
に
と
つ
て
の
不
幸
な
遥
命
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
す
、
教
育
上
 
 

に
も
い
ち
じ
る
し
い
藩
影
・
替
を
お
よ
ぼ
し
、
一
方
で
は
方
言
を
不
常
に
お
と
し
め
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
東
京
弁
を
必
要
以
上
に
償
値
づ
け
て
し
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
一
ヽ
 
 

ろ
ん
方
言
に
は
多
く
の
特
殊
性
が
ぁ
る
か
ら
、
特
殊
性
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
 
 

面
で
は
首
都
使
用
す
べ
き
で
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
方
言
そ
の
も
の
の
全
面
的
 
 

否
定
を
意
味
す
る
も
の
で
ぁ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

一
ニ
ー
 
 
 



岩
手
大
草
草
薮
学
部
研
究
年
報
 
第
二
谷
 
 

方
言
に
つ
い
て
の
必
要
以
上
の
自
己
卑
下
は
た
だ
ち
に
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
梗
準
語
の
槙
準
性
は
、
そ
れ
が
何
よ
り
も
ま
す
共
通
り
言
語
で
あ
る
と
い
う
と
こ
 
 

ろ
に
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
方
が
〓
盾
適
切
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

教
育
的
取
扱
い
を
強
調
す
れ
ば
、
方
言
の
卑
下
的
抹
殺
的
な
取
扱
い
も
一
膝
は
 
 

み
と
め
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
教
師
が
腹
の
そ
こ
か
ら
そ
う
信
じ
て
い
て
は
い
け
 
 

な
い
。
方
言
を
教
育
の
場
面
に
お
い
て
扱
う
さ
い
に
、
わ
た
し
だ
ち
は
も
う
少
し
 
 

観
念
の
整
理
を
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
観
念
の
整
 
 

理
が
つ
い
た
な
ら
ば
、
上
述
の
よ
う
な
否
定
的
な
取
扱
い
に
よ
ら
な
く
て
も
、
方
 
 

ヽ
ヽ
 
 

言
矯
正
の
目
的
は
十
分
達
成
で
き
る
と
い
う
自
費
を
も
つ
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
石
黒
魯
卒
氏
も
「
検
挙
語
」
の
中
で
そ
う
言
わ
れ
る
享
フ
に
、
方
言
と
共
通
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

語
と
を
適
切
に
使
い
わ
労
る
こ
と
が
根
本
問
題
な
の
で
あ
う
っ
（
2
）
、
さ
ら
に
つ
 
 

き
つ
め
て
言
う
な
ら
ば
、
方
言
の
方
言
的
性
格
に
白
魔
の
目
を
向
け
る
こ
と
が
一
 
 

首
根
本
的
な
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

（
2
）
束
條
敦
扱
が
要
約
さ
れ
た
よ
う
に
、
閲
語
数
育
に
お
け
る
方
言
の
取
扱
い
方
に
は
 
 

基
本
的
な
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
 
 

第
一
は
標
準
語
専
用
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
裏
返
す
と
直
ぢ
に
方
言
追
放
諭
と
な
る
。
 
 

第
二
は
榛
準
語
・
方
言
併
用
論
で
あ
り
、
一
名
一
一
枚
舌
主
義
と
も
言
わ
れ
た
。
 
 

第
三
ほ
方
言
誘
導
論
と
で
も
言
う
べ
き
意
見
で
、
自
然
に
標
準
語
化
し
て
い
る
方
言
を
 
 

巧
み
に
誘
導
し
て
培
準
語
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
「
梅
準
語
と
国
語
教
 
 

育
」
l
0
ペ
）
 
 

し
か
し
わ
た
し
は
．
教
授
と
と
も
に
、
第
一
、
第
三
の
意
見
に
対
し
て
は
う
た
が
い
 
 

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
に
つ
け
く
わ
伐
て
、
た
と
え
ば
方
言
が
は
す
か
し
い
と
さ
れ
る
の
は
共
通
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

語
を
使
う
べ
き
と
き
に
方
言
を
つ
か
つ
た
時
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
教
科
書
、
∵
フ
ジ
 
 

一
二
二
 
 
 

オ
な
ど
の
こ
と
ば
は
、
そ
れ
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
全
図
ど
こ
の
土
地
へ
行
っ
て
も
 
 

共
通
に
感
情
・
意
思
の
内
容
を
表
硯
・
理
解
で
き
る
共
通
語
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
 
 

共
通
語
を
知
り
共
通
語
に
熟
達
す
る
こ
と
ば
、
覿
脅
的
人
間
と
し
て
よ
り
よ
く
生
 
 

長
す
る
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
。
な
ど
を
説
明
し
、
か
つ
例
示
す
る
 
 

こ
と
に
よ
つ
て
、
教
育
的
効
果
は
さ
ら
に
あ
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
 
 

る
。
 
 

付
記
 
方
言
に
つ
い
て
の
特
異
な
意
見
と
し
て
は
、
時
枚
博
士
の
l
「
図
譜
に
於
け
る
奥
の
 
 

現
象
に
つ
い
て
」
 
（
国
語
学
第
二
輯
昭
和
2
4
年
6
月
養
徳
杜
刊
）
を
見
ら
れ
よ
。
 
 
 

付
 
録
 
 

参
考
ま
で
に
、
諸
家
の
方
言
の
定
義
を
列
挙
し
て
お
く
。
 
 

‖
 
日
本
文
撃
大
部
典
「
方
言
」
 
（
東
僚
操
執
筆
）
 
〔
狭
義
の
方
言
〕
 
（
＝
地
域
的
方
 
 

言
）
 
（
ど
e
已
ロ
i
賢
e
t
）
一
掬
語
が
使
用
地
域
の
異
な
る
た
め
ノ
、
各
地
に
於
て
そ
れ
 
 

ぞ
れ
別
の
攣
逢
を
と
げ
て
、
蓬
に
若
干
の
言
語
因
に
分
裂
し
た
時
、
そ
の
分
国
の
言
 
 

語
仝
鯉
を
方
言
と
云
ふ
。
（
中
略
）
 
〔
虎
義
の
方
言
〕
一
般
に
或
る
原
因
の
た
め
一
 
 

言
語
凰
が
若
干
の
小
言
語
固
に
分
裂
し
た
場
合
に
、
そ
の
分
困
の
言
語
を
方
言
と
云
 
 

ふ
。
（
中
略
）
た
と
へ
ぼ
、
撃
望
一
日
棄
、
職
人
言
葉
の
如
き
階
級
語
も
そ
の
一
掃
で
 
 

こ
れ
を
階
級
方
言
（
C
－
芸
D
i
巴
邑
）
と
云
ふ
。
」
（
第
三
巻
六
七
一
ペ
）
 
 

伺
 
ソ
シ
ュ
ウ
ル
 
3
読
（
3
）
に
引
用
し
た
。
 
 

閏
 
ド
オ
ザ
「
方
言
は
三
豊
皿
の
下
位
畢
位
で
」
あ
る
。
（
松
原
秀
治
謬
・
「
言
語
地
理
 
 

畢
」
3
ペ
昭
和
1
3
年
冨
山
房
）
 
 

M
 
橋
本
逝
去
「
学
問
上
に
は
、
そ
の
地
誓
言
語
金
牌
を
き
し
て
そ
の
地
の
方
言
と
い
 
 

ふ
の
で
あ
つ
て
、
他
の
地
の
言
語
と
一
致
す
る
部
分
を
も
ー
敦
し
な
い
部
分
を
も
合
 
 

め
て
い
ふ
の
で
あ
る
。
」
（
「
国
語
畢
概
論
」
5
3
ペ
昭
和
2
1
年
岩
波
書
店
）
 
 

拘
 
束
 
健
 
操
 
 

叫
 
「
一
関
語
が
使
用
地
域
の
相
琴
に
よ
つ
て
琴
晋
上
、
語
彙
上
、
語
法
上
に
於
て
 
 

相
違
あ
る
若
干
の
言
語
圏
に
分
裂
し
た
時
に
各
国
を
方
言
と
云
ふ
ご
（
「
方
言
と
方
 
 
 



〓
 
方
言
矯
正
の
原
理
と
方
法
 
 

1
 
方
言
矯
正
の
原
理
 
 

方
言
が
な
に
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
廉
多
く
の
議
論
が
 
 

つ
く
さ
れ
て
し
ま
つ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
こ
れ
を
二
つ
の
代
表
的
な
意
見
に
 
 

要
約
す
る
と
同
時
に
、
あ
た
ら
し
く
、
「
勤
應
」
の
観
点
か
ら
方
言
の
概
念
を
整
 
 

理
し
て
み
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ニ
に
お
い
て
私
 
 

方
言
と
国
語
教
育
 
（
見
功
）
 
 

意
味
し
て
ゐ
な
い
 

「
方
言
」
を
組
捜
す
る
要
素
と
し
て
そ
の
中
に
標
準
語
と
同
種
の
現
象
を
も
合
か
 
 

せ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
」
（
図
譜
畢
第
四
輪
5
ペ
昭
和
2
5
年
刀
江
書
院
）
 
 

伺
 
小
林
好
日
「
方
言
は
地
域
に
よ
つ
て
ち
が
ふ
園
語
で
あ
り
、
（
方
言
の
絶
和
が
囲
語
 
 
 

で
あ
る
。
）
…
・
」
（
「
国
語
学
通
論
」
1
6
ペ
昭
利
1
9
年
弘
文
堂
）
な
お
同
書
三
七
七
ペ
 
 
 

に
は
、
「
方
言
は
言
語
が
地
域
的
に
分
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
も
あ
る
。
 
 

の
 
安
藤
正
次
 
2
詫
（
1
）
に
引
用
し
た
。
 
 

言
嬰
」
6
ペ
昭
和
1
3
年
春
陽
堂
）
 
 

5
・
2
 
「
方
言
と
は
国
語
が
各
地
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
的
事
情
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

別
な
変
達
を
と
げ
て
、
互
に
相
連
を
生
じ
た
場
合
の
相
対
的
名
稀
で
あ
る
り
」
（
「
智
 
 
 

捕
図
譜
畢
新
請
」
四
〇
三
ペ
昭
和
2
3
年
東
亜
揖
版
祀
）
 
 

5
・
3
 
「
要
す
か
に
、
方
言
に
は
あ
る
地
方
の
全
盲
語
体
系
を
指
し
て
い
う
時
と
、
そ
 
 
 

の
体
系
の
中
の
一
部
分
特
に
あ
る
特
殊
な
単
語
を
指
し
て
い
ヶ
時
と
二
つ
の
場
合
 
 

0
0
 
 
 

が
あ
る
。
（
中
略
）
本
書
で
は
地
方
の
言
語
体
系
を
さ
す
場
合
に
方
言
と
い
う
術
 
0
0
 
 
語
を
使
い
、
特
殊
な
蚤
語
な
ど
を
さ
す
場
合
に
は
但
言
と
い
う
術
語
を
使
う
こ
と
 
 
 

と
す
る
。
」
（
「
方
言
の
研
究
」
2
ペ
昭
和
封
年
刀
江
書
院
）
 
 

、
 
 

叫
 
「
ま
づ
最
初
に
言
つ
て
お
き
た
い
事
ほ
、
わ
れ
ら
の
い
ふ
方
言
は
あ
る
一
地
方
 
 

ほ
 
 の

言
語
体
系
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
の
一
つ
一
つ
の
単
語
だ
け
を
 
 
 は

、
こ
の
観
点
が
、
方
言
の
癌
正
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
る
ペ
き
か
 
 

を
詮
明
し
ょ
う
と
お
も
う
っ
 
 
 

方
言
矯
正
の
問
題
は
、
方
言
そ
れ
自
身
の
問
題
と
と
も
に
も
は
や
説
き
つ
く
さ
 
 

れ
て
し
ま
つ
た
感
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
方
一
宇
曾
矯
正
す
る
さ
い
の
い
ろ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

い
ろ
の
手
癖
き
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
方
法
論
勒
総
画
に
つ
い
て
は
産
兼
ほ
と
 
 

ん
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
、
方
言
の
矯
正
と
言
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

つ
て
も
、
多
く
は
翠
に
な
ま
り
の
矯
正
と
か
、
特
殊
な
単
語
の
矯
正
に
と
ど
ま
つ
 
 

て
お
り
、
文
法
現
象
と
か
ア
ク
セ
ン
ト
と
か
に
な
る
と
余
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
 
 

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
下
に
お
い
て
私
は
、
こ
れ
ま
で
詑
き
つ
く
さ
れ
た
と
 
 

思
わ
れ
る
点
に
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
も
つ
ぱ
ら
、
こ
れ
ま
で
余
り
 
 

取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
私
見
を
の
べ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

方
言
矯
正
の
原
理
の
第
一
と
し
て
あ
げ
た
い
も
の
は
、
そ
の
土
地
の
方
言
の
方
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

言
的
特
色
、
密
つ
か
み
こ
れ
を
正
し
く
従
軍
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

方
言
矯
正
の
方
法
や
焦
点
を
論
じ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
重
要
た
ニ
」
と
で
あ
る
 
 

、
 ま
す
か
れ
ら
に
、
自
分
た
ち
の
方
言
り
方
言
的
現
象
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
 
 

が
、
方
法
以
前
の
方
法
論
と
し
て
最
も
重
要
元
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
や
、
 
 

そ
も
そ
も
教
師
自
身
が
み
す
か
ら
そ
う
し
た
方
法
の
必
要
性
を
自
覚
し
て
．
自
分
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
ま
わ
り
の
方
言
の
一
般
状
況
を
は
つ
き
り
み
と
め
る
こ
と
が
も
つ
と
も
根
本
な
 
 

の
で
あ
る
。
－
－
と
い
う
こ
と
は
つ
ょ
り
、
翠
に
あ
る
土
地
で
は
、
「
さ
か
立
 
 

ち
」
の
こ
と
を
ツ
ン
ム
グ
レ
ン
コ
 
（
た
と
え
ば
岩
手
郡
葛
巻
町
）
と
い
う
と
か
、
 
 

ま
た
あ
る
土
地
で
は
、
「
か
ば
ん
」
の
こ
と
を
ガ
バ
ヌ
 
（
た
と
え
ば
下
閉
伊
郡
普
 
 

代
村
）
と
い
う
と
か
、
皇
た
宮
古
市
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
奇
妙
だ
と
か
い
う
ふ
う
に
 
 

一
二
三
 
 
 

ヽ  



岩
手
大
草
草
薮
拳
部
研
究
年
報
 
第
二
巻
 
 
 

方
言
現
象
の
一
部
を
任
意
に
し
か
も
孤
立
的
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
 
 

る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
分
の
方
言
の
、
た
と
え
ば
ア
ク
セ
ン
ー
 
 

ヽ
ヽ
 
 

が
客
観
的
に
ど
ん
な
構
造
を
も
ち
、
ど
ん
定
位
置
づ
け
が
、
全
観
的
に
は
可
能
で
 
 

あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
み
す
か
ら
も
知
り
、
ひ
と
に
も
知
ら
せ
る
こ
と
が
望
 
 

蓋
し
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。
例
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
と
る
と
、
 
 

願
由
地
方
の
ア
ク
セ
ン
l
卜
は
東
原
ア
ク
セ
ン
ト
に
遠
く
、
願
北
地
方
の
ア
ク
セ
ン
 
 

ヽ 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

ト
は
こ
れ
に
反
し
て
、
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
に
す
つ
と
近
い
と
い
う
、
客
観
的
事
吾
 
 

が
あ
る
っ
教
師
ゼ
し
れ
を
利
用
し
て
、
あ
る
地
方
の
人
が
不
常
に
卑
屈
な
気
持
ぉ
も
 
 

た
な
い
よ
う
に
適
切
写
注
意
を
輿
え
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
 
 

え
ば
、
下
閉
伊
郡
、
九
戸
郡
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
こ
と
に
九
戸
郡
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
 
 

客
観
的
に
言
う
と
 

ヽ   

ヽ  ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

わ
ら
す
、
主
観
的
に
は
一
番
卑
下
す
べ
き
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
ふ
う
に
意
識
さ
れ
 
 

て
い
る
。
こ
う
し
た
不
幸
ぢ
意
識
は
、
す
み
や
か
に
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

い
し
、
 

方
言
矯
正
の
第
二
の
原
理
は
、
方
言
を
、
あ
い
封
應
す
る
言
語
体
系
と
し
て
み
 
 

と
め
る
見
方
か
ら
必
然
的
に
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
文
法
現
象
に
つ
い
て
考
え
て
 
 

み
よ
う
。
 
 

岩
手
願
で
は
、
「
高
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
一
般
‥
巨
タ
グ
グ
ネ
の
よ
う
に
蓼
 
 

ヽ
 
書
す
る
。
し
か
し
こ
の
ご
ろ
は
、
共
通
語
の
言
い
か
た
に
な
ら
つ
て
、
タ
ガ
グ
ネ
 
 

の
よ
う
に
言
う
人
も
多
く
∴
は
つ
た
。
い
 

ヽ
 
見
し
て
、
タ
グ
グ
ネ
は
タ
カ
ク
ナ
イ
の
な
 
 
 

ま
り
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
い
。
タ
グ
グ
ネ
は
 
 

ヽ
 
タ
カ
ク
ナ
イ
の
な
ま
り
だ
と
考
え
る
の
は
推
論
の
し
か
た
が
あ
や
ま
つ
て
い
る
。
 
 

一
二
四
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
方
言
の
総
括
的
皇
一
一
口
い
か
え
の
問
題
、
全
体
と
し
て
意
味
す
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
内
容
の
問
題
で
あ
つ
て
、
か
た
ち
に
即
し
た
封
應
関
係
い
問
題
で
は
な
い
。
か
 
 

ん
た
ん
に
結
論
考
亭
フ
な
ら
ば
、
タ
グ
グ
ネ
の
グ
は
、
タ
ヵ
ィ
の
カ
イ
の
な
i
チ
り
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

な
わ
で
あ
る
。
す
享
の
ち
、
タ
グ
グ
ネ
は
、
こ
れ
一
ぎ
共
通
語
に
直
諾
す
る
と
タ
カ
 
 

ィ
ク
ナ
ィ
と
な
る
。
（
こ
の
こ
と
は
、
音
韻
と
文
法
と
の
南
方
か
ら
証
明
す
る
こ
 
 

と
が
で
き
る
っ
）
 
 
 

こ
う
言
う
見
方
は
、
た
と
え
ば
中
畢
校
の
文
法
の
時
間
な
ど
に
さ
つ
そ
く
効
果
 
 

を
あ
ら
わ
す
で
あ
ろ
う
。
方
言
祀
曾
に
お
け
る
文
法
教
授
を
効
果
的
に
す
る
た
ゆ
 
 

に
は
、
た
ん
に
教
科
書
に
あ
る
認
明
の
取
り
つ
ぎ
を
す
る
だ
け
で
わ
仏
し
に
、
随
時
 
 

避
雷
な
方
言
形
を
生
徒
に
思
い
出
さ
せ
、
あ
る
い
は
共
通
語
を
方
言
に
言
い
か
え
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

さ
せ
る
と
か
、
逆
に
方
言
形
を
共
通
語
に
正
し
く
1
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
 
 

掛
應
踊
係
を
つ
か
ま
せ
つ
ゝ
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
重
言
い
か
え
さ
せ
る
こ
と
 
 

に
よ
つ
て
、
自
分
の
こ
と
ば
に
自
覚
、
反
省
の
目
を
ひ
ら
か
せ
る
こ
と
が
き
わ
め
 
 

て
望
ま
し
い
っ
た
だ
し
、
そ
の
さ
い
、
い
ち
い
ち
の
活
用
形
と
か
、
か
と
つ
ひ
と
 
 

っ
の
助
詞
、
助
動
詞
を
撃
系
的
に
取
、
り
出
し
て
孤
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
ら
を
含
ん
だ
具
体
的
な
ま
と
ま
つ
三
一
己
い
か
た
、
た
と
え
ば
打
消
の
言
い
か
た
を
 
 

含
む
ま
と
ま
つ
た
方
言
文
か
ら
出
委
し
、
そ
こ
に
ま
た
立
ち
顕
る
よ
う
に
す
る
こ
 
 

と
が
必
要
で
あ
る
。
極
論
す
る
な
ら
ば
、
私
は
、
文
法
教
授
は
つ
ね
に
方
言
を
教
 
 

材
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 

2
 
方
言
矯
正
の
方
法
 
 

方
言
矯
正
の
方
法
は
、
前
述
の
±
つ
の
原
理
が
体
得
さ
れ
た
な
ら
ば
、
も
は
や
 
 
 



十
分
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
あ
と
は
こ
れ
の
苦
践
だ
け
で
あ
る
と
さ
え
 
 

言
い
た
い
が
、
「
方
法
」
 
へ
の
補
足
的
な
注
意
を
二
三
つ
け
く
わ
え
で
お
き
た
 
 
 

ヽ
 
0
 
 

し
 
 

囲
 
方
言
を
矯
正
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
正
し
く
な
い
部
分
だ
け
を
要
素
的
に
 
 

ぬ
き
出
し
て
矯
正
す
る
の
で
は
な
く
で
、
そ
の
畢
語
全
体
、
で
き
れ
ば
そ
の
軍
儲
 
 

を
ふ
く
む
文
全
体
に
即
し
て
矯
正
す
べ
き
で
あ
る
。
た
之
え
ば
、
イ
ガ
ネ
（
＝
行
 
 

か
な
い
）
と
言
っ
た
と
き
に
、
ネ
は
ナ
イ
の
あ
や
ま
り
だ
と
指
摘
す
る
か
わ
り
 
 

に
、
す
く
な
く
と
も
イ
カ
ナ
ィ
と
訂
正
す
る
、
と
い
つ
た
ぐ
あ
い
で
あ
る
。
 
 
 

周
一
部
分
か
ら
全
面
的
に
、
と
い
う
順
序
を
ふ
む
こ
と
。
こ
れ
は
特
に
小
蓼
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

校
の
ば
あ
い
に
必
要
と
思
う
が
、
方
言
の
矯
正
は
、
方
言
意
識
の
濃
淡
に
転
じ
て
 
 

な
さ
れ
な
け
れ
ば
行
ら
な
い
。
自
分
で
も
す
ぐ
気
が
つ
く
も
の
、
一
つ
な
お
せ
ば
 
 

鮭
用
▼
の
き
く
も
の
、
日
常
生
活
に
関
係
の
深
い
も
の
な
ど
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

㈱
 
い
ち
じ
る
し
い
点
か
ら
ま
ず
矯
正
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
そ
の
方
言
の
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
1
1
ヽ
1
ヽ
、
 
 

特
殊
性
を
ま
す
消
し
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
言
う
と
、
岩
手
ア
ク
セ
ン
ト
の
特
殊
性
は
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

次
の
二
点
に
あ
る
と
お
も
う
か
ら
、
そ
れ
を
目
立
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
よ
 
 

い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
二
点
と
は
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
第
一
完
全
に
卒
阪
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
。
（
例
、
コ
レ
ワ
ハ
刃
 
 

デ
ス
、
に
‥
お
け
る
、
コ
レ
、
コ
レ
ワ
）
 
 
 

第
二
 
中
高
型
、
単
向
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
、
そ
の
な
か
の
〓
草
節
だ
け
 
 

が
高
く
な
る
こ
と
。
（
例
オ
モ
シ
可
イ
、
ブ
ザ
イ
マ
ス
）
 
 

方
言
と
国
語
教
育
 
（
見
坊
）
 
 
 

資
際
の
談
話
の
さ
い
に
は
∵
庸
一
と
第
二
と
が
い
つ
し
よ
に
あ
ら
わ
れ
る
の
が
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 

普
通
で
あ
る
か
ら
、
「
岩
手
方
言
で
は
、
高
く
な
る
と
す
れ
ば
か
な
ら
す
予
習
廓
 
 

、
l
ヽ
ヽ
 
 

だ
け
が
高
く
な
つ
て
、
そ
れ
以
外
は
ぜ
ん
ぷ
完
全
な
卒
坂
式
に
攣
晋
さ
れ
る
」
と
 
 

説
明
し
た
方
か
葦
用
的
で
あ
ろ
う
。
（
例
、
ソ
ン
ナ
コ
〓
ワ
ァ
リ
マ
引
ン
）
 
 
 

と
に
か
く
＼
以
上
の
二
つ
の
特
色
（
？
・
）
を
消
し
て
し
ま
え
ば
、
か
り
に
東
京
 
 

ア
ク
セ
ン
ト
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
せ
よ
、
す
く
な
く
と
も
岩
手
ア
ク
セ
ン
ト
で
 
 

は
な
く
な
る
。
（
じ
つ
さ
い
に
は
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
．
願
南
地
帯
以
外
 
 

は
、
ほ
と
ん
ど
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
そ
の
も
の
に
ま
で
準
．
つ
く
の
で
あ
る
J
そ
の
具
 
 

体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
一
般
に
第
二
音
箇
か
ら
か
な
ら
や
上
げ
て
委
膏
す
る
よ
 
 

ぅ
に
し
て
、
途
中
か
ら
下
げ
る
と
こ
ろ
だ
け
は
、
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
下
げ
れ
ば
 
 

よ
い
。
（
例
、
ソ
▼
／
ナ
コ
ト
ワ
ァ
リ
マ
セ
ン
）
 
 

後
 
記
 
こ
の
論
文
の
…
は
、
幽
語
草
曾
公
開
講
演
曾
、
盛
岡
第
l
一
回
（
昭
和
二
 
 

五
年
一
一
月
）
 
に
お
け
る
講
演
の
草
稿
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
 
 

琴
校
数
島
稔
丘
の
示
教
を
受
け
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。
ま
た
こ
は
、
韓
誌
「
国
 
 

語
拳
」
第
四
輯
（
刀
江
書
院
登
責
）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、
要
約
で
あ
 
 

る
。
紙
数
の
関
係
で
、
岩
手
願
に
お
け
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
型
の
分
布
そ
の
他
 
 

に
つ
い
て
の
例
詮
を
は
ぶ
か
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
ノ
・
′
、
わ
し
く
は
同
誌
を
参
 
 

照
さ
れ
た
い
。
 
 

な
お
、
一
と
こ
と
は
、
も
と
「
方
言
と
国
語
教
育
」
と
い
う
題
で
執
筆
し
 
 

た
論
文
の
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
章
、
第
二
壷
に
㊦
た
る
も
の
で
ぁ
る
。
 
 

付
記
 
「
国
書
」
昭
和
2
5
年
6
月
紋
（
岩
波
書
店
箆
行
）
に
の
つ
た
、
時
枚
博
士
の
書
評
 
 

「
日
本
語
方
言
文
法
の
研
究
」
も
暴
慢
さ
れ
た
い
。
 
 

一
二
五
 
 
 




