
井
伏
鱒
二
の
会
話
部
方
一
一
一
口
表
現
技
法

「
朽
助
の
ゐ
る
お
廿
問
」
の
場
会

1

1

井
伏
鱒
こ
の
文
章
は
き
わ
め
て
意
識
的
な
も
の
で
、
そ
の
一
端
と
し
て
の
会
話
部
の
方
言
表

現
も
ま
た
、
ナ
7

の
土
地
乙
と
ば
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
そ
れ
は
土
地
と
と
ば
と
ど
う
違
う
の
か
、
井
伏
は
ど
ん
な
技
巧
を
用

い
て
、
ど
う
い
う
効
果
を
あ
げ
て
い
る
の
か
。
乙
れ
は
、
文
学
作
品
~
の
方
一
言
の
と
り
入
れ
方

の
問
題
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
庶
民
造
形
や
ユ
ー
モ
ア
の
表
わ
し
方
の
問
題
と
し
て
も
、
お

も
し
ろ
い
課
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
稿
で
は
、
彼
の
初
期
農
村
物
の
代
表
的
方
法
と
し
て
、

「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
(
昭
4
・
4
)
の
場
合
を
見
る
。

は
じ
め
に
、
彼
の
方
言
の
扱
い
方
の
究
明
道
を
見
て
お
く
。
初
期
(
昭

2
1
6
)
に
は
、
郷
里

方
言
を
基
盤
に
、
古
態
の
語
・
文
法
的
破
格
を
誇
張
的
K
逆
用
し
て
、
筋
の
展
開
・
笑
い
・
人

物
造
形
に
作
用
さ
せ
て
い
る
。
(
「
歪
な
る
悶
案
」
「
談
判
」
「
谷
間
」
「
朽
助
の
ゐ
る
谷

間
」
「
シ
グ
レ
烏
叙
景
」
「
丹
下
氏
邸
」
「
川
」
「
腕
ノ
津
所
見
」
な
ど
。
)
中
期
(
昭

8
1

日
)
に
は
、
山
陰
・
山
陽
・
四
国
・
北
九
州
・
東
北
の
乙
と
ば
に
取
材
範
囲
が
広
が
り
、
方
言

へ
の
好
奇
心
か
ら
ス
ケ
ッ
チ
風
に
写
し
て
い
る
。
筋
や
人
物
造
形
と
の
関
連
は
薄
い
が
、
断
面

の
切
り
と
り
方
は
意
識
的
で
あ
る
0

(

「
一
一
一
白
菜
に
つ
い
て
」
「
集
金
旅
行
」
「
金
山
踊
」
「
鶏
肋

集
」
「
八
束
・
斐
川
」
「
猟
見
物
」
「
土
佐
の
高
知
」
「
『
槌
ツ
ア
』
と
『
九
郎
治
ツ
ア
ン
』

は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
関
す
る
こ
と
」
な
ど
。
)
後
期
(
昭

u
l
)
に
は
、
方
言

ス
ケ
ッ
チ
を
介
し
て
奇
矯
な
表
現
を
や
め
、
共
通
語
を
ま
ぜ
た
平
易
な
表
現
を
筋
の
展
開
に
作

用
さ
せ
て
い
る
。
(
「
多
甚
古
村
」
「
へ
ん
ろ
う
宿
」
「
追
剥
の
話
」
「
当
村
大
字
霞
ケ
森
」

「
橋
本
屋
」
「
遥
拝
隊
長
」
「
丑
寅
爺
さ
ん
」
「
黒
い
雨
」
な
ど
。
)
大
ま
か
で
は
あ
る
が
、

ζ

う
い
う
変
遷
の
中
か
ら
、
文
学
史
上
で
も
特
異
な
初
期
の
方
法
の
代
表
例
を
見
よ
う
と
し
て

い
る
。「

朽
助
の
ゐ
る
谷
間
一
の
モ
デ
ル
地
は
、
井
伏
の
郷
里
、
広
島
県
深
安
郡
現
在
の
加
茂
町
で
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子

千

本

あ
る
。
土
地
乙
と
ば
と
比
較
す
る
に
は
、
実
地
調
査
を
す
べ
き
だ
っ
た
が
、
今
聞
は
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
次
記
の
資
料
K
拠
っ
た
。

ア
「
備
後
地
方
の
敬
語
法
」
向
田
統
夫

イ
「
方
言
」
(
『
備
後
加
茂
』
町
史
と
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
間
的
性
格
の
も
の
。
)
中
国
観

光
地
誌
社

ウ
「
備
後
地
方
の
『
モ

l
』
乙
と
ば
」
岡
田
統
夫

ェ
「
広
島
県
神
石
郡
油
木
町
福
本
部
落
の
方
言
に
お
け
る
条
件
表
現
法
」
花
本
初
子

ォ
「
打
消
の
過
去
『

l
ダ
ッ
タ
』
・
『

1
ナ
ン
ダ
』
・
『

1
ン
カ
ッ
タ
』
に
つ
い
て

l
i広

島
県
三
原
市
深
町
下
組
に
お
け
る

1
1」
岡
国
統
夫

カ
『
中
園
地
方
五
県
言
語
地
図
』
広
一
戸
惇

キ
『
方
言
学
』
藤
原
与
一

ク
『
全
国
方
言
辞
典
』
東
条
操

ヶ
「
弁
伏
鱒
二
の
作
品
の
中
国
弁
」
野
地
潤
家

コ
「
広
島
県
賀
茂
郡
豊
栄
町
方
言
の
表
現
法
1
1文
末
話
部
、
述
話
部
、
修
飾
話
部
、
間
投

-
感
動
・
提
示
語
部
|
|
」
広
大
方
言
研
究
会
(
敬
称
略
。
以
下
符
号
で
引
用
。
)

ア
に
よ
れ
ば
、
備
後
方
言
と
し
て
の
ま
と
ま
り
の
中
で
、
東
南
部
の
問
福
山
藩
(
深
安
郡
・

福
山
市
・
沼
隅
郡
・
松
、
氷
市
・
府
中
市
・
芦
品
郡
)
と
そ
の
他
の
地
域
と
で
は
、
も
の
に
よ
り

多
少
の
違
い
が
あ
る
と
の
と
と
な
の
で
、
旧
福
山
藩
方
言
を
第
一
資
料
と
し
、
そ
の
他
の
備
後

方
言
を
第
二
と
し
、
安
芸
東
部
山
地
と
備
中
西
部
の
用
例
を
補
助
資
料
と
し
た
。

「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
筑
摩
書
一
房
版
全
集
を
用
い
、
方
言
で
書
か
れ
た
朽

助
の
会
話
文
田
文
を
対
象
と
し
た
。
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備
後
方
言
資
料
に
見
え
る
語
を
作
品
か
ら
と
り
出
す
と
、

「
是
ツ
非
ー
一

(ア
e

イ
)

「
い
つ



そ
札
一
叫
守
(
ア
・
ィ
・
カ
)
「
夢
に
も
」
(
カ
)
「
毛
頭
」
(
カ
・
)
「
も
そ
っ
と
」
〈
イ
「
そ
っ
と

H
少
し
」
〉
、
「
買
う
て
」
(
イ
〉
、
「
な
あ
」
(
ア
〉
、
「
つ
が
も
な
い
」
(
イ
)
、
「
い
な

げ
な
」
(
イ
)
、
「
ぢ
や
」
(
ア
)
「
で
が
す
」
(
ア
世
羅
郡
〉
「
だ
り
ま
す
」
(
ア
備
後
西

部
)
「
な
さ
る
」
〈
ア
〉
「
な
ん
だ
」
(
オ
〉
「
ん
」
〈
ア
)
が
あ
る
。
八
乙
の
他
私
の
出
身

地
備
後
向
島
町
で
使
う
語
と
し
て
は
、
「
目
方
」
「
水
ぎ
し
」
「
す
ぺ
」
「
冬
分
」
「
料
簡
」

「
ま
が
ひ
も
の
」
「
相
官
」
「
吾
れ
・
吾
が
」
(
第
二
人
称
と
再
帰
的
用
法
)
「
l
ら
」
「
な
ん

ぼ
」
「
な
ん
ぼ
う
に
」
「
な
ん
ぼ
う
に
も
」
「
た
っ
た
」
「
ま
だ
」
(
も
っ
と
・
む
し
ろ
)

「
い
や
は
や
」
「
戻
る
」
「
ζ

く
」
「
く
っ
た
く
す
る
」
「
つ
ら
い
」
「
不
聞
な
」
「
ま
い
」

「
て
か
ら
」
「
l
し
l
し
」
「
た
ら
」
(
と
言
え
ば
・
て
ば
)
「
た
ら
」
(
と
や
ら
)
「
か

ら
」
(
ほ
ど
)
な
ど
が
あ
る
。
V
た
だ
し
、
井
伏
は
「
い
っ
そ
」
を
、
古
語
の
実
に
・
非
常
に
の

意
味
と
備
後
方
言
の
む
し
ろ
・
か
え
っ
て
の
意
味
と
に
使
っ
て
い
る
が
、
ア
・
イ
・
カ
に
は
、

古
語
の
意
味
は
な
く
、
か
わ
り
に
全
然
・
少
し
も
の
意
味
が
あ
る
。
「
く
っ
た
く
す
る
」
も
、

井
伏
は
共
通
語
の
心
が
う
っ
屈
す
る
の
意
味
に
使
っ
て
い
る
が
、
向
島
方
言
で
は
休
息
す
る
の

意
味
で
あ
る
。
語
集
と
し
て
は
、
郷
里
方
言
も
か
な
り
使
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

と
乙
ろ
が
、
文
単
位
で
見
る
時
は
、
必
ず
し
も
備
後
乙
と
ば
ら
し
く
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、

備
後
弁
の
発
音
上
の
特
徴
、
効
立
固
化
・
長
音
化
を
捨
象
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ

る
。
音
の
靴
り
を
ど
の
程
度
写
し
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
、
と
の
作
品
と
山
代
巴
の
「
荷
車

の
歌
」
(
モ
デ
ル
地
は
術
後
北
部
布
野
村
)
と
の
場
合
を
く
ら
べ
て
み
よ
う
。

O

い
ま
楠
叫
し
め
な
ほ
し
寸
d.引
ん
で
す
が
な
。
叶
刈
叫
叶
言
ひ
な
さ
る
な
。
(
朽
助
の
ゐ

る
谷
間
)

O
材
は
什
三
つ
の
年
か
ら
他
人
の
銅
升
食
う
て
十
九
の
特
サ
拾
わ
せ
て
も
ろ
う
た
ん
で
が
ん

す
も
の
、
置
い
て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
掛
叶
叶
剖
、
ど
】
刈
品
川
悦
辛
い
辛
抱
も
い
と
う
ま
い
と

思
う
て
の
う
。
(
荷
車
の
歌
)

井
伏
の
「
帯
を
」
と
山
代
巴
の
「
わ
し
ゃ
」
「
飯
う
」
「
年
う
」
と
を
比
較
す
る
と
、
井
伏

は
語
と
語
の
熟
合
に
よ
る
音
の
靴
り
を
写
し
て
い
な
い
。
備
後
方
言
資
料
の
用
例
か
ら
帰
納
す

る
と
、
前
の
語
の
末
尾
母
音
と
助
詞
「
は
・
を
・
へ
(
に
)
」
は
、
別
表
の
よ
う
に
熟
合
同
化

し
て
規
則
的
に
働
音
ま
た
は
長
音
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
「
叫
斗
升
っ
き
ょ
う
お
も
う
て
も
、
叫
叶
剖
つ
き
ゃ
あ
せ
ん
。
」
(
刈
叫
つ
け

よ
う
と
思
っ
て
も
、
刈
ぽ
寸
計
叫
し
な
い
。
イ
)
、
「
イ
キ
ン
ハ
ル
カ

o
t
J
1川
、
司
叶
げ
。
」

(
樹
同
寸
。
ア
)
の
ど
と
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
井
伏
は
作
品
中
一
例
も
こ
の
熟
合
形
を
写

し
て
い
な
い
。

山
代
巴
が
「
あ
り
ゃ
あ
」
と
し
て
い
る
も
の
は
、
「
あ
れ
ば
」
の

熟
合
形
で
、
備
後
で
は
「
キ
キ
ャ
ン
ス
リ
ャ

l
」
(
ア
)
、
「
カ
セ

マ
セ
ニ
ャ

l
」
(
ア
)
な
ど
と
頻
り
に
使
わ
れ
る
。
ェ
に
よ
れ
ば

「
パ
」
を
は
っ
き
り
言
一
う
の
と
そ
の
熟
合
形
と
は
、
お
対
犯
で
ほ
ぼ

半
々
だ
が
、
コ
に
よ
れ
ば
「
『
行
け
ば
』
な
ど
『

l
ば
』
相
当
の
も

の
は
〈
イ
キ
ャ

l
V
な
ど
と
な
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
」
と
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
井
伏
は
「

l
パ
」
の
熟
ム
ロ
形
も
ま
た
一
例
も
使
っ

て
い
な
い
。
順
態
仮
定
条
件
を
表
わ
す
の
に
、
口
語
文
法
の
仮
定
形

十
パ
の
他
、
文
語
文
法
の
未
然
形
十
パ
〈
「
立
ち
退
か
ず
ば
」
)

ゃ
、
さ
て
は
破
格
の
己
然
形
十
パ
(
「
ま
し
た
れ
ば
」
)
ま
で
使
っ

て
い
る
。
順
態
確
定
条
件
、
逆
態
仮
定
条
件
に
使
っ
て
い
る
「
ば
」

も
、
文
語
文
法
あ
る
い
は
そ
れ
め
か
し
た
誤
用
で
あ
る
。
古
め
か
し

い
物
言
い
を
ね
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

ま
た
、
動
作
進
行
態
を
井
伏
は
「
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
キ
に
よ
れ
ば
、
「
中
国
四
国

で
は
、
『
降
っ
て
イ
ル
』
、
『
降
っ
て
ル
』
と
は
言
わ
な
い
、
『
降
り
』
に
『
お
る
』
を
つ
け
た
言
い

か
た
を
す
る
よ
と
あ
り
、
加
茂
町
は
キ
・
カ
の
分
布
図
に
「
フ
リ
ョ

l
ル
」
「
フ
リ
ヨ

l
ル」

と
熟
合
し
た
形
が
で
て
い
る
。
備
後
弁
で
の
一
語
中
の
連
母
音
同
化
の
現
象
の
一
例
で
あ
る
。

井
伏
が
「
そ
ん
な
に
」
と
共
通
語
に
し
、
山
代
巴
が
「
ど
が
あ
な
」
と
写
し
て
い
る
も
の

は
、
備
後
加
茂
町
で
は
「
と
ん
ぎ
ゃ
あ
な
」
「
ど
ぎ
ゃ
あ
な
」
(
イ
〉
と
効
音
化
し
、
儀
後
北

部
で
は
「
ド
ガ
l
ナ
」
(
ア
)
と
長
音
化
す
る
。

そ
の
他
の
音
変
化
に
つ
い
て
は
略
す
が
、
以
上
の
例
だ
け
で
も
、
井
伏
が
備
後
弁
の
発
音
の

実
態
を
捨
象
し
て
、
共
通
語
ま
た
は
古
態
の
語
に
直
し
て
い
る
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

井
伏
は
な
ぜ
捨
象
し
た
か
。
ケ
に
は
「
『
ば
か
り
』
を
『
ば
!
』
と
忠
実
に
採
録
す
る
に
乙

と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
意
味
の
通
じ
な
く
な
る
の
を
お
そ
れ
で
の
乙
と
か
と
み
ら
れ
る
。
」

と
あ
る
。
文
学
作
品
は
全
国
の
読
者
に
わ
か
る
表
現
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
乙
れ
も
も
ち

ろ
ん
あ
る
。
が
、
山
代
巴
式
に
近
い
写
し
方
も
可
能
な
の
だ
か
ら
、
乙
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

山
代
巴
の
方
言
は
読
ん
で
お
か
し
く
な
い
が
、
井
伏
の
は
お
か
し
い
。
方
言
べ
っ
た
り
で
写
し

て
は
、
井
伏
文
学
の
諮
諺
性
は
失
な
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
わ
む
れ
に
、
先
出
の

「
荷
車
の
歌
」
の
方
言
を
井
伏
式
に
す
れ
ば
、
「
そ
れ
と
申
す
の
が
、
私
ら
は
三
つ
の
年
か
ら
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他
人
の
飯
を
食
ぺ
て
十
九
の
年
を
拾
は
せ
て
も
ら
っ
た
る
の
で
あ
っ
て
み
ま
す
れ
ば
、
置
い
て

く
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
な
れ
ば
、
ど
ん
な
辛
い
辛
抱
も
い
と
う
ま
い
と
思
っ
た
る
の
で
す

が
な
。
所
訟
は
さ
う
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
せ
う
が
な
。
」
と
で
も
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
井
伏

は
、
あ
る
種
の
語
、
あ
る
種
の
言
い
回
し
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
発
音
表
記
の
面
は
抑
え
た

の
だ
ろ
・
っ
と
恩
わ
れ
る
。

そ
乙
で
、
ま
た
語
棄
に
目
を
移
す
と
、
備
後
方
言
だ
け
で
な
く
、
共
通
語
・
古
態
の
語
・
英

語
を
雑
居
さ
せ
て
い
る
。

共
通
語
表
記
の
も
の
に
は
、
「
ま
た
」
と
か
「
行
く
」
と
か
、
備
後
方
言
も
共
通
語
も
同
じ

語
の
も
の
も
多
い
が
、
山
代
巴
式
な
ら
方
言
で
書
く
と
乙
ろ
を
共
通
語
に
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
先
出
の
音
の
靴
っ
た
一
訟
を
共
通
語
に
し
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、
「
け
え
さ
」
(
イ
)
を

「
今
夜
」
、
「
ょ
っ
ぴ
て
1

」
(
イ
)
を
「
一
晩
中
」
、
「
し
ん
び
よ
う
に
」
(
イ
)
を
「
丹

念
に
」
な
ど
と
し
て
い
る
。

古
態
の
語
に
は
、
古
語
と
造
語
と
が
あ
る
。
古
語
と
し
て
は
、
「
し
た
れ
ど
も
」
「
さ
ぞ

や
」
「
ま
し
て
や
」
「
さ
て
は
」
「
さ
や
う
な
」
「
何
た
る
」
「
ど
」
「
ど
も
」
が
あ
り
、
古

活
用
の
「
な
り
」
「
た
り
」
「
ま
す
る
」
の
奇
妙
さ
も
目
だ
っ
。
た
と
え
ば
、
朽
助
の
家
が
ダ

ム
の
底
に
沈
む
瞬
間
、
朽
助
は
、
「
乙
れ
は
し
た
り
、
津
波
が
来
た
る
ぞ
。
あ
あ
は
や
駄
目
な

ゃ
う
で
が
す
。
」
と
叫
ぶ
。
場
面
の
悲
劇
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
者
を
ふ
き
だ
さ
せ
る
の

は
、
場
ち
が
い
な
悠
長
な
語
を
並
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

英
語
に
は
「
ツ
リ
ト
」
「
ア
イ
ズ
ル
」
「
ア
グ
リ
i
」
が
あ
り
、
初
歩
的
単
語
を
日
本
化
し

た
発
音
K
し
て
泥
く
さ
く
し
て
い
る
。
鴎
外
が
挿
入
す
る
ド
イ
ツ
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
の
街
学
性

と
は
効
果
が
ち
が
う
。

互
に
別
位
相
の
共
通
語
・
備
後
方
言
・
古
態
の
語
・
英
語
を
連
ね
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

落
差
の
大
き
さ
が
笑
い
を
生
ん
で
い
る
。

し
か
も
、
備
後
方
言
・
古
態
の
語
・
英
語
は
、
限
ら
れ
た
語
を
選
ん
で
、
く
り
返
し
用
い
て

い
る
。
誇
張
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
井
伏
が
「
で
が
す
」
「
だ
り
ま
す
」
と
し

て
い
る
も
の
を
、
旧
福
山
藩
方
言
で
は
ど
う
い
う
か
。
ア
に
よ
れ
ば
「
で
ゴ
ザ
ン
ス
」
「
で
ゴ

ワ
ン
ス
」
「
で
ゴ
ザ
リ
ャ
ン
ス
」
「
で
ゴ
ダ
リ
ャ
ン
ス
」
「
で
ア
リ
ャ
ン
ス
」
「
ヂ
ャ
リ
ャ
ン

ス
」
「
ヂ
ャ
ン
ス
一
「
ダ
リ
ャ
ン
ス
」
「
ヂ
ャ
リ
マ
ン
」
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
他
の
備
後
方
言
に

藍
際
監
寵
堅
持
昏
普

E
S
E民
s
t
a
f
l
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t
f
t
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は
、
「
で
ア
リ
7

ス
」
「
ダ
リ
マ
ス
」
「
で
ゴ
ワ
ス
」
「
で
ガ
ン
ス
」
「
で
ギ
ャ
ン
ス
」
「
で

ガ
ス
」
「
で
ゴ
ザ
ン
」
「
で
ゴ
ワ
ン
」
「
で
ガ
ン
」
な
ど
、
て
い
ね
い
さ
に
差
は
あ
る
が
、
実

に
多
様
な
言
い
方
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
井
伏
は
、
そ
の
中
か
ら
「
で
が
す
」
と
「
だ
り
ま
す
」

を
選
ん
で
、
「
で
が
す
」
の
場
合
は
凶
例
、
す
べ
て
終
止
形
に
そ
ろ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙

れ
と
関
連
し
て
、
備
後
方
一
吉
田
に
な
い
と
思
わ
れ
る
す
〈
末
詞
「
が
な
」
を
m
m
回
使
っ
て
い
る
中
で

「
で
す
が
な
」
を
ロ
例
使
っ
て
い
る
の
は
、
「
で
が
す
」
と
の
字
面
の
似
寄
り
を
意
識
し
て
そ

ろ
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

音
韻
面
で
の
抑
制
、
語
実
面
で
の
誇
張
が
、
作
品
に
ど
う
い
う
効
果
を
も
た
'
り
し
て
い
る
か

は
、
文
表
現
と
し
て
み
る
時
は
っ
き
り
す
る
。

四

文
法
上
の
誤
用
を
逆
に
利
用
し
て
い
る
も
の
が
、
ま
ず
目
だ
つ
。

「
剖
引
吋
走
り
疲
れ
て
死
ん
だ
の
叫
叶
引
材
。
の
副
詞
「
さ
ぞ
や
」
は
、
推
量
の
言
い
方
と

呼
応
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
か
」
を
添
え
る
と
呼
応
の
法
則
が
破
れ
る
。
「
も
し
や
」
な
ら
坐

り
が
よ
い
。
乙
れ
は
古
語
の
「
も
し
や
」
と
「
さ
ぞ
や
」
の
使
い
方
を
混
同
す
る
よ
う
な
、
朽
助

の
愚
昧
を
表
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
さ
ぞ
や
:
:
:
ぢ
や
ろ
か
」
を
目
だ
た
せ
る
に
は
、

「
走
り
疲
れ
て
」
を
「
カ
ケ
リ
ク
タ
ブ
レ
テ
」
と
方
一
一
言
に
し
て
は
な
ら
ず
、
共
通
語
に
す
る
乙

と
に
よ
っ
て
色
を
抑
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
針
対
ぽ
綾
子
の
親
鳥
が
、
あ
と
を
つ
け
て
来
て

噛
み
殺
し
た
の
叶
吋
社
泊
。
」
も
同
様
で
あ
る
。

「
あ
あ
は
や
、
立
ち
退
か
ず
ば
な
る
計
叶
で
せ
っ
叶
が
な
!
」
は
、
「
ま
い
」
と
つ
つ
」
と
推

量
の
意
味
の
重
複
す
る
語
を
累
加
さ
せ
て
、
朽
助
の
愚
か
さ
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
カ

ネ
ガ
ナ
ケ
ラ
ニ
ヤ
」
(
金
が
な
け
れ
ば
エ
)
な
ど
、
方
言
に
異
加
強
調
の
言
い
方
は
か
な

り
あ
る
の
だ
が
、
「
ま
い
」
の
場
合
は
、
備
後
弁
で
は
「

7
1
」
と
靴
っ
て
も
打
消
推
量
の
意

味
を
保
っ
て
い
る
か
ら
、
井
伏
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
乙
の
誤
用
は
、
大
仰
な
感

動
詞
「
あ
あ
は
や
」
と
文
語
的
な
「
ず
ば
」
の
言
い
方
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
ひ
き
た
て
ら
れ

て
い
る
。
因
み
に
、
「
シ
グ
レ
島
叙
景
」
で
は
、
「
得
心
ゆ
く
も
の
で
は
制
対
引
討
叶
で
せ
引

が
な
F
」
と
、
デ
フ
ォ
ル
メ
が
一
一
層
激
し
い
。

「
眼
鏡
を
脱
ぎ
な
さ
る
」
は
、
修
飾
関
係
を
崩
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
か
け
る
」
「
は
ず

す
」
「
と
る
」
な
ど
定
ま
っ
た
被
修
飾
語
を
と
る
と
こ
ろ
を
、
「
脱
ぐ
」
に
す
り
か
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
意
表
を
つ
い
た
お
か
し
み
を
出
し
て
い
る
。
「
吾
れ
の
卯
を
寝
と
ら
れ
た
る
4

一
も
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だ
は
で
、
奇
態
な
修
飾
関
係
に
し
て
い
る
。

「
膝
栗
毛
」
の
ナ
ン
セ
ン
ス
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
見
る
乙
と
も
で
き
よ
う
。

っ
そ
山
鳥
を
食
っ
た
る
時
の
方
が
、
ま
だ
叶
吋
料
引
升
o
引
材
叶
吋
刈
d
d川
、
山
鳥
の

方
が
同
じ
一
ぴ
き
で
も
自i
対
判
制
叶
討
対
州
制
。
」
で
は
、
「
う
ま
か
ら
う
」
と
い
う
判
断
と

「
目
方
が
あ
」
る
か
ら
と
い
う
理
由
と
は
、
関
係
な
い
。
文
頭
に
「
そ
れ
と
い
ふ
の
が
」
と
、

い
か
に
も
論
理
的
な
も
の
言
い
を
し
そ
う
な
接
続
詞
を
も
っ
て
き
て
お
い
て
、
あ
と
で
腰
折
れ

に
し
て
い
る
。
朽
助
の
不
合
理
な
も
の
の
考
え
方
を
、
二
連
文
の
関
係
を
.
ず
ら
す
乙
と
に
よ
っ

て
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
味
よ
り
も
目
方
を
問
題
に
す
る
の

は
、
当
時
の
農
民
の
食
生
活
の
せ
ち
が
ら
さ
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
単
な
る
駄
酒
落
で
は
な

い
。
せ
ち
が
ら
さ
を
真
正
面
か
ら
訴
え
ず
に
、
笑
い
に
ま
ぎ
ら
す
の
は
、
井
伏
の
照
れ
で
あ

る。
「
魔
物
は
九
尺
か
ら
も
あ
る
鯉
に
似
て
ゐ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
が
、
鰻
に
似
た
る
な
ら
ば
と

て
所
詮
は
魔
物
な
れ
ば
、
そ
の
鯉
と
い
ふ
の
は
、
い
っ
そ
五
色
の
鯉
ぢ
や
ろ
。
」
。
乙
の
文
は

「
が
」
「
ば
と
て
」
「
ぱ
」
と
い
う
接
続
助
詞
で
三
回
屈
折
し
て
い
る
が
、
判
断
は
不
合
理

で
、
朽
助
の
迷
信
深
さ
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
乙
乙
で
は
、
「
所
詮
は
」
「
い
っ
そ
」
と
い
う

副
詞
の
絶
対
話
が
ク
セ
者
で
あ
る
。
乙
れ
は
思
考
放
棄
の
こ
と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。
副
認
の
絶

対
語
は
、

ζ

の
他
「
な
ん
ぼ
」
「
な
ん
ぼ
う
に
も
」
「
何
う
あ
っ
て
も
」
「
総
じ
て
」
な
ど
が

く
り
返
し
使
わ
れ
て
い
て
、
朽
助
の
頑
固
さ
を
出
し
て
い
る
。
「
あ
あ
は
や
、
何
た
る
事
ぢ
や

ろ
。
」
な
ど
、
感
嘆
文
の
頻
用
も
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
頑
固
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
磁

調
、
連
体
詞
を
、
方
言
・
古
態
の
語
に
し
て
目
だ
た
せ
て
い
る
の
に
注
目
し
た
い
。
愚
か
で
あ

る
上
に
頑
固
で
、
一
日
一
思
い
込
ん
だ
ら
不
合
理
で
も
迷
信
で
も
改
め
よ
う
と
し
な
い
と
な
る

と
、
救
い
が
た
い
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
作
者
が
は
朽
助
を
冷
笑
的
に
扱
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

「
私
ら
も
、
あ
ん
た
が
流
暢
な
湖
卦
剖
斗
什
と
こ
ろ
は
、
ま
た
と
見
ら
れ
ん
ぢ
や
ろ
と
思
ひ

ま
す
が
な
。
」
の
「
乙
く
」
は
、
「
パ
カ
i

コ
ク
ナ
。
」
な
ど
と
使
う
卑
属
語
で
あ
る
。
乙
乙

は
、
「
演
説
を
し
な
さ
る
」
と
尊
敬
語
が
く
る
べ
き
と
乙
ろ
を
、
敬
語
法
を
誤
ら
せ
て
、
彼
の

愚
昧
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
片
面
で
あ
る
。
「
利
権
擁
護
た
ら
の
演
説
」

「
新
し
き
闘
争
と
か
た
ら
」
が
朽
助
の
実
情
か
ら
い
か
に
浮
き
上
が
っ
た
観
念
的
な
も
の
で
あ

る
か
は
、
朽
助
が
ダ
ム
工
事
に
反
対
す
る
理
由
が
、
谷
を
演
さ
れ
て
は
山
鳥
が
食
え
な
く
な
る

か
ら
だ
と
い
う
い
じ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
「
演
説
を
ζ

く
」
は
、
観
念

性
に
対
す
る
朽
助
の
無
意
識
の
批
判
を
、
笑
い
に
転
化
し
て
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
田
舎
で

は
、
講
釈
を
た
れ
る
な
ど
と
言
っ
て
、
観
念
的
な
も
の
へ
の
拒
否
反
応
は
強
い
が
、
朽
助
の
ロ

を
借
り
た
井
伏
の
発
想
の
基
盤
に
そ
れ
が
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
演
説
を
聴

く
」
で
な
く
「
見
る
」
と
し
て
い
る
の
に
も
、
神
経
が
行
き
届
い
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。

「
利
権
擁
護
」
や
「
新
し
き
闘
争
」
の
観
念
謡
が
、
朽
助
に
と
っ
て
は
意
味
不
明
の
呪
文
で
あ

る
乙
と
は
、
「
た
ら
」
「
と
か
た
ら
」
を
添
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
て
き
面
に
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
朽
助
が
演
説
を
見
た
い
の
は
、
自
分
が
子
守
り
を
し
、
英
語
を
教
え
た
元
の
主
人
の
立
身

の
姿
を
、
村
人
の
嘆
賞
の
中
で
確
か
め
て
、
自
分
の
と
と
の
よ
う
に
喜
び
た
い
た
め
で
あ
る
。

自
分
の
生
活
権
を
守
る
た
め
に
演
説
を
し
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
乙
と
を
の
み
と
め
な
い
と
乙

ろ
に
、
朽
助
の
面
白
は
躍
如
と
し
て
い
て
、
左
翼
系
知
識
人
の
欠
落
部
に
対
す
る
批
判
も
徹
底

し
て
い
る
。
朽
助
の
愚
昧
を
笑
っ
て
い
る
読
者
を
、
実
は
井
伏
が
逆
に
笑
っ
て
い
る
ζ

と
を
知

る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
井
伏
の
観
念
性
嫌
い
が
、
庶
民
び
い
き
に
向
い
た
だ
け
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
井
伏
は
庶
民
の
中
に
、
意
外
に
純
朴
な
細
や
か
な
心
の
動
き
を
見
て
、
そ

れ
を
乙
そ
大
事
な
も
の
と
し
て
い
つ
く
し
ん
で
い
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
眼
鏡
を
脱
ぎ
な
さ
る
と
、
あ
ん
た
は
尚
さ
ら
に
汁
外
叶
バ
で
す
が
な
。
早
う
眼
鏡
を
か
け

と
り
な
さ
い
と
い
ふ
た
ら
。
は
吋
材
♂
パ
町
、
私
は
乙
れ
を
か
け
て
み
た
ろ
。
」
。
面
と
向
か
っ
て

醜
男
だ
と
い
う
の
は
、
親
し
い
仲
で
も
失
礼
だ
ろ
う
。
図
に
乗
っ
て
言
い
過
ぎ
た
と
気
づ
い

て
、
第
二
文
で
な
だ
め
て
い
る
。
そ
れ
で
も
間
の
悪
さ
が
お
さ
ま
ら
な
く
て
、
「
し
た
れ
ど

も
、
私
は
乙
れ
を
か
け
て
み
た
ろ
o

」
と
、
前
文
と
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
方
向
~
話
を
そ
ら
し
て

い
る
。
「
み
た
ろ
」
と
い
う
舌
た
ら
ず
の
物
言
い

K
も
彼
の
合
震
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
第
一
文
で
「
ア
グ
リ
l
」
だ
と
言
っ
た
の
は
、
主
人
九
の
敬
愛
を
モ
ロ
に
ぶ
つ
け
る
の
が

恥
か
し
く
て
、
わ
ざ
と
無
骨
に

4

言
う
、
田
舎
人
の
屈
折
し
た
愛
情
表
現
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
無
骨
さ
の
中
に
も
気
兼
ね
は
表
現
し
て
い
る
。
「
眼
鏡
を
脱
ぎ
な
さ
る
」
が
一
つ
。

ナ
マ
の
土
地
乙
と
ば
「
ブ
シ
ャ

l
ク
ナ
」
の
ど
ぎ
つ
さ
を
捨
て
て
、
「
ア
グ
リ
1
」
と
い
う
片

言
英
語
に
よ
る
あ
た
り
の
柔
か
さ
を
取
っ
た
の
が
二
つ
。
こ
れ
ら
の
会
話
表
現
を
通
し
て
、

「
私
」
に
対
す
る
朽
助
の
自
っ
き
は
、
恋
す
る
者
の
そ
れ
を
想
像
さ
せ
る
。
乙
の
作
品
に
は
、

み
ず
み
ず
し
い
行
情
が
あ
る
と
あ
え
て
言
い
た
い
。
滑
稽
本
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
は
速
い
の
で
あ

る。
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こ
の
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
井
伏
が
朽
助
の
乙
ま
か
い
心
の
動
き
を
、
し
ゃ
べ
る
過
程
の

中
に
定
着
し
て
み
せ
て
い
る
乙
と
、
ど
ぎ
つ
い
色
を
ぼ
か
す
乙
と
が
ど
ん
な
に
巧
み
で
あ
る
か



と
い
う
乙
と
が
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
ら
の
複
雑
微
妙
な
心
の
動
き
は
、
観
念
的
説
明
で

は
そ
の
粗
い
縞
の
呂
を
も
れ
る
で
あ
ろ
う
。
心
理
描
写
で
は
、
乙
の
数
倍
の
文
言
を
要
し
て
、

は
た
し
て
捉
え
う
る
か
ど
う
か
。
と
乙
ろ
が
井
伏
は
、
一
は
け
で
、
会
話
文
の
中
に
定
着
し
て

み
せ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
に
お
い
て
、
方
雪
国
で
害
か
れ
た
朽
助
の
会
話
部
の
特
徴
的
技

法
を
見
て
き
た
。
そ
の
方
法
は
、
土
地
乙
と
ば
の
発
立
目
通
り
写
さ
ず
、
共
通
話
的
に
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
古
め
か
じ
い
間
の
び
の
し
た
語
を
ひ
き
た
て
、
さ
ら
に
文
法
的
破
格
を

逆
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愚
か
し
く
も
い
じ
ら
し
い
朽
劫
像
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
観
念
的
説

明
や
心
理
描
写
だ
捉
え
切
れ
な
い
か
す
か
な
心
の
動
き
を
、
一
筆
で
描
い
て
み
せ
た
も
の
で
あ

る
。
会
話
部
方
吾
一
回
表
現
の
工
夫
と
し
て
、
成
功
し
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
方
言
を
と
り
λ
れ

た
近
代
小
説
の
流
れ
の
中
で
、
本
流
は
リ
ア
リ
ズ
ム
方
言
だ
が
、
そ
の
対
極
に
、
デ
フ
ォ
ル
メ

し
た
方
言
の
一
様
式
を
開
い
た
も
の
と
し
て
意
義
が
あ
る
。
な
お
、
木
下
順
二
、
杉
浦
明
平
の

方
法
と
の
比
較
は
、
後
に
ゆ
ず
る
。
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