
日
本
語
方
言
に
お
け
る
語
ア
ク
セ
ン
ー
「
紅
葉
」
　
の
現
代
史

は
じ
め
に

本
稿
で
は
'
複
雑
な
様
相
を
見
せ
、
解
釈
困
難
な
中
部
日
本
の
方
言
に
お

け
る
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
中
か
ら
'
三
拍
語
の
「
紅
葉
」
を
対
象
に
し
て
当
該

地
域
の
方
言
地
図
を
作
り
へ
そ
こ
に
描
か
れ
た
分
布
状
態
を
音
声
次
元
に
立
っ

て
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
音
韻
的
な
解
釈
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
微
細

な
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

一
、
三
つ
の
課
題

三
つ
の
課
題
を
設
定
し
て
、
「
紅
葉
」
　
の
方
言
地
図
を
解
釈
し
た
い
と
考

え
て
い
る
。

1
　
つ
め
の
課
題
は
、
「
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
地
理
言
語
学
的
研
究
法
の
可
能

性
」
に
つ
い
て
で
あ
る
　
f
e
-
<
　
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
氏
は
日
本
で
は
じ
め
て
へ

房
総
半
島
の
ア
ク
セ
ン
ト
地
図
に
つ
い
て
地
理
言
語
学
的
な
解
釈
を
試
み
ら

れ
た
。
そ
の
論
文
の
末
尾
に
、
中
国
語
で
も
日
本
語
で
も
「
個
々
の
語
の
ア

ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
地
理
的
分
布
を
分
析
す
る
ほ
ど
研
究
は
進
ん
で

い
な
い
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
　
(
「
日
本
の
方
言
地
理
学
の
た
め
に
」
平
凡

江
　
端
　
義
　
夫

社
へ
　
昭
和
五
一
年
一
一
月
、
一
九
四
頁
)
。
そ
の
後
の
方
言
地
理
学
的
な
研

究
に
お
い
て
も
、
方
言
地
図
に
現
れ
た
分
布
を
克
明
に
分
析
す
る
研
究
は
稀

で
'
金
田
一
春
彦
博
士
の
示
さ
れ
た
類
別
語
舜
概
念
の
通
用
で
済
ま
せ
て
し

ま
う
研
究
が
少
な
-
な
い
。
地
理
言
語
学
の
見
方
か
ら
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
音

声
変
化
を
考
察
す
る
研
究
は
進
ん
で
い
な
い
。
結
局
、
地
理
的
に
連
続
し
た

地
域
に
お
け
る
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
化
を
分
析
す
る
場
合
に
、
1
語
t
語

が
ど
の
よ
う
な
形
態
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
原
因

が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ま
だ
未
開

拓
な
の
で
あ
る
。
一
枚
一
枚
の
言
語
地
図
を
丁
寧
に
解
釈
し
て
い
-
地
道
な

作
業
が
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
試
み
を
本
稿
で
行
い
た
い
。

二
つ
め
の
課
題
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
柴
田
武
博
士
は
昭
和
一
三
年

か
ら
1
八
年
に
か
け
て
方
言
調
査
を
な
さ
っ
て
'
「
愛
知
県
の
ア
ク
セ
ン
ト

の
分
布
」
と
い
う
論
文
を
発
表
な
さ
っ
た
。
こ
の
優
れ
た
ご
報
告
に
よ
る
と

「
紅
葉
」
　
の
等
語
線
は
東
三
河
と
西
三
河
と
の
間
に
引
か
れ
て
い
る
。
半
世

紀
後
の
筆
者
の
方
言
調
査
結
果
と
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
ア

ク
セ
ン
ト
の
変
化
の
動
態
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
つ
め
の
課
題
は
'
馬
瀬
良
雄
氏
が
論
文
「
川
中
島
平
及
び
そ
の
周
辺
地

方
の
ア
ク
セ
ン
ト
分
布
と
そ
の
推
移
-
三
モ
ー
ラ
名
詞
を
中
心
に
-
」
(
r
長
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野
県
短
期
大
学
紀
要
l
二
〇
'
昭
和
四
1
)
の
中
で
推
論
な
き
っ
た
「
紅
葉
」

の
ア
ク
セ
ン
ト
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
馬
瀬
氏
は
老
年
層
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
○
●
○
△
が
へ
　
こ
と
ご
と
-
●
○
○
△
に
な
っ
た
の
は
、
「
こ
の
語
が

主
と
し
て
小
学
校
入
学
以
後
覚
え
る
こ
と
ば
で
あ
り
、
教
師
や
ラ
ジ
オ
・
テ

レ
ビ
な
ど
を
通
し
て
学
ぶ
機
会
の
多
い
語
だ
と
い
う
点
を
挙
げ
た
い
」
と
し

て
'
氏
の
有
名
な
テ
レ
ビ
原
因
説
を
こ
こ
で
も
力
説
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
地
域
を
拡
大
し
て
中
部
地
方
全
域
に
範
囲
を
広
げ
た
場
合
に
も
、
テ
レ

ビ
説
で
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

以
下
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
含
み
つ
つ
、
方
言
地
図
の
解
釈
を
行
う
。

二
へ
中
部
日
本
言
語
地
図
「
紅
葉
」
　
の
現
代
史

(
こ
愛
知
県
地
方
の
老
年
層
に
お
け
る
「
紅
葉
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
史

1
'
第
一
図
の
解
釈

第
1
図
　
(
前
貢
)
　
は
'
愛
知
県
地
方
の
老
年
層
の
「
紅
葉
」
　
の
方
言
地
図

で
あ
る
。
昭
和
四
一
年
か
ら
昭
和
四
三
年
に
か
け
て
方
言
を
調
査
し
た
結
果

が
分
布
図
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
図
を
見
る
と
'
三
重
県
側
に
分
布
す
る

●
○
○
△
が
注
目
さ
れ
る
。
服
部
四
郎
博
士
が
発
見
さ
れ
た
東
西
方
言
ア
ク

セ
ン
ト
の
境
界
は
へ
　
こ
の
「
紅
葉
」
　
の
地
図
で
も
同
じ
よ
う
に
木
曾
川
・
長

良
川
を
境
に
し
て
い
る
。
県
境
を
越
え
て
愛
知
県
に
入
る
と
、
○
●
○
△
の

ア
ク
セ
ン
ト
に
変
わ
る
。
そ
の
分
布
は
江
戸
時
代
の
藩
領
で
の
尾
張
藩
の
全

域
に
及
ん
で
い
る
。
知
多
半
島
も
全
て
が
、
こ
の
中
高
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
西
三
河
地
方
も
'
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
り
、

そ
の
中
心
地
の
岡
崎
市
も
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
尾
張

藩
の
中
心
地
は
、
も
ち
ろ
ん
名
古
屋
市
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
'
○
●
○
△
の

ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見
て
-
る
と
'
愛
知
県
の
西
俳
の

三
分
の
二
の
地
域
が
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
○
●
○
△
の
分
布
領
域
の
中
で
は
'
全
-
他
の
ア
ク
セ
ン
ト
形
式
が
存
在

し
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
強
固
な
制
約
性
を
も
っ
て
、
こ
の
型
が
意
識
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
兼
併
に
、
ま
た
頭
高
型
の
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布

し
て
い
る
。
こ
こ
が
東
三
河
地
方
で
あ
り
、
そ
の
中
心
地
は
豊
橋
市
で
あ
る
。

飯
田
線
の
鉄
道
沿
線
に
は
'
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
見
え
る
。
さ
ら
に

渥
美
半
島
の
全
域
に
も
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布
し
て
い
る
。
県
境

を
越
え
て
東
側
の
静
岡
県
に
も
'
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
広
-
分
布
し

て
い
る
。
た
だ
し
例
外
と
し
て
'
浜
名
湖
の
東
と
西
に
'
○
●
○
△
の
ア
ク

セ
ン
ト
が
分
布
し
て
い
て
、
相
互
の
関
係
を
考
え
る
上
で
'
参
考
に
な
る
。

次
に
、
三
河
湾
に
浮
か
ぶ
島
の
1
地
点
だ
け
に
、
○
●
●
△
の
ア
ク
セ
ン

ト
が
あ
る
。

愛
知
県
の
「
紅
葉
」
の
老
年
層
で
は
'
こ
の
よ
う
な
単
純
な
様
子
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
分
布
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

●
○
○
△
　
1
　
0
●
○
△
　
1
　
0
●
●
△

上
の
よ
う
に
推
定
し
た
根
拠
と
し
て
、
隣
接
す
る
二
地
域
の
自
然
推
移
を

ま
ず
へ
第
一
に
考
え
る
。
東
三
河
の
●
○
○
△
と
三
重
県
側
の
●
○
○
△
と

は
形
は
同
じ
で
は
あ
っ
て
も
'
時
代
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
'
東
三
河
の
●

○
○
△
は
'
古
い
時
代
の
名
残
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
三
重
県
側
の
●

○
○
△
は
、
か
つ
て
は
東
三
河
と
同
じ
形
で
あ
っ
た
が
、
多
様
な
変
化
過
程
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を
経
た
後
に
、
○
●
●
▲
を
経
て
、
再
び
●
○
○
△
に
戻
っ
て
き
た
と
解
釈

し
た
い
。
(
三
重
県
側
の
●
○
○
△
は
平
安
末
期
以
来
変
化
し
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
な
-
も
な
い
が
。
)
　
つ
ま
り
'
伊
勢
・
志
摩
の
分
布
と
渥
美
半
島

の
分
布
が
連
続
し
て
い
る
の
で
'
古
い
●
○
○
△
が
'
共
通
に
周
辺
で
の
分

布
連
続
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
歴
史
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

2
'
柴
田
武
博
士
の
昭
和
一
〇
年
代
の
結
果
と
の
比
較

柴
田
武
博
士
が
小
学
六
年
生
男
子
を
対
象
に
し
て
調
査
な
さ
っ
た
結
果
は
、

筆
者
が
昭
和
四
1
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
調
査
し
た
結
果
と
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
。
第
一
図
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
'
「
紅
葉
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
境

界
は
東
三
河
と
西
三
河
の
境
界
と
重
な
る
。
こ
の
点
で
全
-
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
事
な
相
違
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
柴
田
武

博
士
の
地
図
で
は
、
渥
美
半
島
の
先
端
に
あ
る
伊
良
湖
岬
村
伊
良
湖
は
○
●

○
△
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
渥
美
半
島
の
全
地
点
は
●
○
○
△
で
あ
る
。

筆
者
の
調
査
で
は
、
第
1
図
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
渥
美
半
島
の
全
地
点
が
●

○
○
△
に
な
っ
て
い
る
の
で
'
か
つ
て
は
○
●
○
△
の
勢
力
が
強
か
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
尾
張
藩
や
岡
崎
藩
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
と
こ
ろ
の
○
●
○

△
が
、
西
か
ら
東
へ
向
か
っ
て
進
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
島
峡
部
に
も
伝
播

し
た
○
●
○
△
は
へ
　
こ
の
渥
美
半
島
の
先
端
の
伊
良
湖
に
も
早
-
伝
播
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
柴
田
武
博
士
の
調
査
さ
れ
た
昭
和
1
三
年
こ
ろ
に
は
、
も
う

そ
れ
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
れ
が
今
回
は
、
伊
勢
・
志
摩

地
方
も
東
三
河
や
静
岡
地
方
も
●
○
○
△
で
あ
る
た
め
に
、
一
人
だ
け
孤
立

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
伊
良
湖
の
○
●
○
△
は
'
つ
い
に
●
○
○

△
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
O
そ
れ
は
'
音
韻
変
化
で
は
な
い
。
周

辺
と
の
付
き
合
い
か
ら
の
必
然
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
圧
力
で
あ

る
。
伊
良
湖
以
外
の
陸
続
き
の
周
囲
と
同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
形
式
へ
と
変
え
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
1
つ
柴
田
武
博
士
の
地
図
と
筆
者
の
地
図
と
の
結
果
の
違
い
が
あ
る
。

そ
れ
は
'
第
一
図
の
浜
名
湖
の
周
辺
で
二
地
点
に
見
え
る
○
●
○
△
の
ア
ク

セ
ン
ト
で
あ
る
。
た
だ
し
柴
田
武
博
士
は
、
静
岡
県
の
調
査
は
な
さ
っ
て
い

な
い
。
ど
う
し
て
、
東
三
河
や
静
岡
県
に
盛
ん
な
●
○
○
△
の
分
布
の
中
に
、

ポ
ッ
ン
と
二
地
点
だ
け
、
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
存
在
す
る
か
を
考
え

た
い
。
こ
れ
は
、
昭
和
四
1
年
か
ら
四
三
年
の
高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
名

古
屋
経
済
圏
の
威
勢
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
京
都
や
名

古
屋
の
文
物
が
西
か
ら
東
へ
と
伝
わ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
尾
張
・
岡
崎
の

ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
○
●
○
△
が
、
東
三
河
を
飛
び
越
え
て
浜
名
湖
へ
と
伝

わ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
以
東
へ
は
ま
だ
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
時
期

は
、
中
高
型
の
○
●
○
△
が
酒
落
た
感
じ
の
粋
な
ア
ク
セ
ン
ト
と
見
ら
れ
て

い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
う
は
言
う
も
の
の
、
か
つ
て
柴
田
博
士
の
調
査
で
は
伊
良
湖
に
見
ら
れ

た
○
●
○
△
が
筆
者
の
調
査
し
た
第
一
図
で
は
'
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
に
、
●
○
○
△
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
晴

れ
舞
台
に
あ
る
東
海
道
沿
岸
で
の
表
向
き
の
理
由
と
、
辺
地
で
の
威
圧
を
受

け
て
の
変
容
と
の
違
い
が
察
せ
ら
れ
る
。

(
〓
)
愛
知
県
地
方
に
お
け
る
少
年
層
の
「
紅
葉
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
史

I
t
第
二
図
の
解
釈

第
1
図
と
第
二
図
(
次
頁
)
は
、
全
-
同
じ
時
期
に
調
査
さ
れ
た
資
料
に
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基
づ
い
て
い
る
。
老
年
層
と
少
年
層
と
の
年
齢
差
は
約
五
〇
年
で
あ
る
。

全
域
に
広
-
遍
-
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布
し
て
い
る
。
頭
高
型

の
ア
ク
セ
ン
ト
が
全
域
を
占
領
し
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
単
独
で
○

●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
維
持
す
る
地
点
は
な
-
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
中
高

型
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
持
つ
地
点
も
必
ず
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
併
存
し

て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
頭
高
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
威
力
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

分
布
を
詳
し
-
見
つ
め
る
と
'
三
重
県
側
か
ら
も
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
侵
略
が
あ
っ
て
、
三
重
県
に
接
し
た
愛
知
県
内
の
各
地
で
中
高
型
の
ア

ク
セ
ン
ト
が
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
　
西
三
河
の
中
高
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
も
'

東
三
河
の
頭
高
型
の
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
侵
略
さ
れ
て
、
徐
々
に
頭

高
型
に
変
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

も
と
も
と
へ
　
愛
知
県
の
東
三
河
の
●
○
○
△
は
古
い
ア
ク
セ
ン
ト
の
名
残

り
で
'
三
重
県
側
の
●
○
○
△
は
新
し
い
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
と
解
釈
し
て

い
た
。
し
か
し
、
双
方
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
語
形
が
同
じ
で
あ
る
た
め
に
、
中

京
文
化
地
域
の
威
光
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
ク
セ
ン
ト
○
●
○
△
で
さ
え
も
、

老
年
層
の
真
似
を
せ
ず
に
、
さ
ら
に
次
の
段
階
へ
と
進
も
う
と
し
た
。
静
岡

県
の
二
地
点
に
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布
す
る
点
で
'
全
-
年
層
間

に
ア
ク
セ
ン
ト
分
布
領
域
の
範
囲
差
は
無
い
。
し
か
し
、
確
実
に
○
●
○
△

の
分
布
丑
が
激
減
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
激

増
し
た
。
そ
の
理
由
は
'
第
二
図
に
よ
れ
ば
'
次
の
二
つ
で
あ
る
。

a
、
近
敬
と
東
三
河
以
東
が
●
○
○
△
で
あ
り
'
両
方
か
ら
の
圧
迫
を
受

け
て
○
●
○
△
は
退
縮
し
た
。

b
'
東
三
河
以
東
の
古
い
ア
ク
セ
ン
ト
の
●
○
○
△
は
'
東
日
本
に
広
-

分
布
し
て
共
通
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
威
光
を
獲
得
し
た
の
で
、

少
年
層
で
は
こ
れ
を
尊
い
も
の
と
見
な
し
て
、
名
古
屋
・
岡
崎
か
ら

入
っ
て
-
る
○
●
○
△
に
抵
抗
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
へ

●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
獲
得
さ
れ
得
た
。

以
上
の
解
釈
が
無
理
な
-
'
提
示
さ
れ
る
。
テ
レ
ビ
の
影
響
で
説
明
す
る
よ

り
も
'
合
理
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
老
年
は
テ
レ
ビ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
影

野
を
受
け
ず
'
少
年
だ
け
が
テ
レ
ビ
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
の
も
お
か
し

い
の
で
、
地
理
的
な
分
布
だ
け
で
説
明
し
た
。
今
は
共
通
語
で
は
な
-
な
っ

た
近
哉
ア
ク
セ
ン
ト
も
、
「
紅
葉
」
　
に
つ
い
て
は
●
○
○
△
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
'
長
野
県
地
方
の
特
例
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
改
め
て
問
題
に

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

(
≡
)
中
部
日
本
言
語
地
図
に
お
け
る
老
年
層
の
「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン

ト
史

I
t
第
三
図
の
解
釈

第
三
図
(
次
貢
)
　
は
一
九
七
六
年
の
方
言
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
資
料

で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
・
二
図
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の

間
に
東
京
と
大
阪
を
結
ぶ
地
域
の
中
間
に
あ
る
中
部
日
本
の
東
海
道
側
は
著

し
い
発
展
を
遂
げ
た
。
名
古
屋
市
を
中
心
と
し
た
工
業
化
の
波
は
'
知
多
半

島
を
都
市
化
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
豊
田
市
を
中
心
と
し
た
自
動
車
産
業
が

尾
張
と
三
河
と
を
結
び
付
け
て
'
1
大
都
市
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
-
つ

も
の
高
速
道
路
が
出
来
、
人
々
は
自
由
に
こ
の
地
域
を
往
来
す
る
よ
う
に
な

m
a
tさ

て
、
そ
う
で
は
あ
る
が
'
第
三
図
を
見
る
か
ぎ
り
、
全
-
'
社
会
の
め

ま
ぐ
る
し
い
変
化
や
文
物
の
往
来
と
は
無
関
係
に
ア
ク
セ
ン
ト
は
厳
然
と
独
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第三図 モミジガ(紅葉が) (老年)
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白
の
進
み
方
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
そ
れ
を
説

明
し
て
み
た
い
。

「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
第
三
図
を
見
る
と
、
束
と
西
と
に
分
断
さ

れ
て
い
る
。
分
布
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
。
西
と
東
に
離
れ
て
、
●
○
○
△

の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布
し
て
い
る
。
そ
し
て
真
ん
中
に
○
●
○
△
の
ア
ク
セ

ン
ト
が
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
、
先
に
第
一
図
で
見
た
関
係
と
全
-

同
じ
で
あ
り
'
そ
れ
を
拡
大
し
て
延
長
し
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
中
部
日
本

方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
実
態
と
な
っ
て
い
る
。

a
t
古
文
献
に
照
ら
し
て
み
た
「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン
ト

秋
永
一
枝
・
上
野
和
昭
・
坂
本
清
恵
・
佐
藤
栄
作
・
鈴
木
豊
編
『
日
本
語

ア
ク
セ
ン
ト
史
総
合
資
料
　
索
引
符
j
　
(
東
京
堂
出
版
、
1
九
九
七
年
)
　
に

よ
る
と
、
「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
古
文
献
に
'
次
の
よ
う
に
出
て
-
る

と
い
う
。平

家
正
節
　
　
　
●
●
○

和
字
大
観
抄
　
　
●
●
●

現
代
京
都
ア
ク
セ
ン
ト

ま
た
は
　
●
Ⅹ
○

●
○
○

現
代
の
京
都
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
昔
の
よ
う
な
高
音
の
連
続
が
見
ら
れ
な
い
の

で
'
新
し
い
形
の
も
の
で
あ
る
。
今
の
京
都
ア
ク
セ
ン
ト
と
は
違
う
古
い
形

の
も
の
は
'
第
三
図
で
は
、
京
都
府
北
辺
の
一
地
に
見
え
る
。
当
該
地
へ
舞

琉
市
西
舞
鶴
に
は
、
●
●
○
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
り
、
r
平
家
正
節
』
　
の
ア

ク
セ
ン
ト
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
●
○
○
ア
ク
セ
ン
ト
が

派
生
L
へ
　
中
部
日
本
へ
と
伝
播
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
'
同
じ
よ

う
に
そ
れ
は
北
陸
地
方
へ
も
伝
播
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。

b
t
実
際
の
分
布
か
ら
見
た
「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン
ト

北
陸
地
方
に
平
板
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
○
●
●
▲
が
分
布
し
て
い
る
。
高
音

連
続
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
か
な
り
変
化
し
て
'
つ
い
に
は
平
板
型
に
落
ち
着
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
'
そ
の
次
の
頭
高
型
●
○
○
△
へ
と
移
行
す

る
様
も
見
え
る
。
こ
の
状
況
は
中
部
日
本
の
東
は
ず
れ
の
伊
豆
半
島
南
部
や

御
前
崎
近
-
及
び
山
梨
県
南
部
な
ど
に
も
辿
ら
れ
、
古
い
ア
ク
セ
ン
ト
の
成

れ
の
果
て
が
、
平
板
化
に
な
っ
て
い
る
。
平
板
化
の
次
に
起
こ
る
の
は
、
●

○
○
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
て
、
近
畿
に
は
、
新

し
く
●
○
○
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
分
布
し
て
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
へ

そ
の
よ
う
な
現
状
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
へ
第
三
図
で
の
解
釈
は
、
表
-
(
本
頁
左
端
)
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
O

こ
う
し
て
、
北
陸
地
方
や
近
畿
地
方
に
も
●
○
○
△
の
起
こ
る
必
然
性
が

生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
中
部
日
本
南
部
の
静
岡
県
や
山
梨
県
で
も
●
○
○

△
の
起
こ
る
下
地
が
で
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
発
な
変
化
の
き
ざ
し
が
見

て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

(
四
)
中
部
日
本
言
語
地
図
に
お
け
る
少
年
層
の
「
紅
葉
」
　
の
ア
ク
セ
ン

ト
史

1
、
第
四
図
の
解
釈
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第
三
図
か
ら
一
三
年
後
の
一
九
八
九
年
に
少
年
層
の
調
査
を
は
じ
め
た
。

1
九
九
1
年
ま
で
三
年
か
か
っ
た
。

少
年
層
の
第
二
図
と
第
四
図
(
次
貢
)
と
を
比
較
す
る
と
二
三
年
間
の
経

過
が
あ
る
。
こ
の
時
問
的
な
経
過
は
'
方
言
の
変
化
を
見
る
上
で
、
非
常
に

有
効
で
あ
っ
た
。

第
四
図
を
見
る
と
、
第
三
図
と
は
全
-
違
っ
て
、
全
域
に
●
○
○
△
の
ア

ク
セ
ン
ト
ば
か
り
が
分
布
し
て
い
る
。
日
を
疑
う
ば
か
り
の
変
わ
り
よ
う
で

あ
る
。
老
年
層
で
は
'
中
郡
日
本
の
各
地
に
色
淡
-
分
布
し
て
い
た
○
●
○

△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
'
北
陸
の
四
地
点
と
山
梨
の
一
地
点
を
除
い
て
'
完
全

に
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
、
驚
-
べ
き
極
端
な
変
化

で
あ
る
。
第
三
図
で
は
、
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
中
部
日
本
の
全
域
に

向
け
て
東
漸
し
て
い
-
様
子
が
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
こ
の
ま
ま
行
け

ば
、
古
い
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
早
晩
駆
逐
さ
れ
て
、
○
●
○
△
ば
か

り
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
、
推
定
さ
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際
は
予
想
を
は
る
か
に
越
え
て
い
た
。
第
四
図
の
少
年
層
で

は
、
第
二
図
よ
り
も
一
段
と
徹
底
的
に
○
●
○
△
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
を
捨

て
て
し
ま
っ
て
'
ど
こ
も
か
し
こ
も
全
て
、
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
塗

り
か
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
北
陸
の
数
地
点
に
は
、
古
い
ア

ク
セ
ン
ト
の
残
浮
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
の
他
は
、
新
し
-
発
生
し
た
●
○
○

△
の
ア
ク
セ
ン
ト
ば
か
り
で
あ
る
。
い
や
し
か
し
'
古
い
●
○
○
△
の
ア
ク

セ
ン
ト
も
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
東
西
両
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
1

致
し
て
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か
ら
余
計
に
、
●
○
○
△

の
ア
ク
セ
ン
ト
へ
と
す
り
寄
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
は
'
静
岡
県
地
方
の
各
地
の
老
年
層
で
特
別

な
ア
ク
セ
ン
ト
を
見
せ
た
の
が
、
こ
と
ご
と
-
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。

な
ぜ
東
西
の
両
方
か
ら
挟
み
撃
ち
に
さ
れ
た
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が

消
え
て
し
ま
っ
て
'
そ
の
代
わ
り
に
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
広
域
に
分

布
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
'
諸
学
説
へ
の
対
応

T
)
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
地
理
言
語
学
的
な
研
究
法
の
可
能
性

金
田
1
春
彦
博
士
の
『
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
研
究
　
原
理
と
方
法
』

に
は
、
「
紅
葉
」
が
「
命
」
類
に
一
応
所
属
さ
せ
て
あ
る
も
の
の
へ
米
印
が

付
さ
れ
て
い
て
、
「
平
安
朝
の
文
献
で
ま
だ
例
証
さ
れ
て
い
な
い
語
」
(
六
二

質
)
　
と
の
注
記
が
見
え
る
。
ま
た
『
国
語
学
大
辞
典
』
の
「
国
語
ア
ク
セ
ン

ト
類
別
語
舜
表
」
で
は
、
「
命
」
類
が
第
五
類
に
分
類
さ
れ
て
い
て
、
平
安

末
期
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
○
○
●
で
あ
っ
た
と
表
示
し
て
あ
る
。
し
か
し
、

「
紅
葉
」
の
語
は
、
分
屈
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
へ
三
相
語
の
ア
ク

セ
ン
ト
は
'
二
拍
語
ほ
ど
に
は
研
究
が
進
ん
で
い
な
-
て
へ
ま
だ
手
さ
ぐ
り

の
状
態
な
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.

と
こ
ろ
で
へ
中
部
日
本
の
方
言
に
お
け
る
少
年
層
が
、
な
ぜ
「
紅
葉
」
の

ア
ク
セ
ン
ト
を
○
●
○
△
か
ら
●
○
○
△
へ
と
転
換
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
筆
者
は
そ
れ
を
、
地
理
的
な
自
然
推
移
と
見
な
し
て
上
述
の
よ
う
に

解
釈
し
た
。
し
か
し
、
な
お
検
討
し
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

平
山
輝
男
博
士
は
『
日
本
語
音
調
の
研
究
』
に
お
い
て
、
青
森
・
秋
田
・

岩
手
・
山
形
・
福
島
県
地
方
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
、
音
調
の
山
の
位
尼
が
第
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中部日本言語地図　l (臨地調査)
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第四図 モミジガ(紅葉が) (少年)
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二
掴
め
の
母
音
の
広
狭
に
支
配
さ
れ
'
広
母
音
(
a
t
 
e
t
 
o
)
　
で
あ
れ
ば

尾
高
下
型
、
狭
母
音
T
、
u
)
　
で
あ
れ
ば
頭
高
型
に
な
る
と
い
う
(
四
五

四
百
)
。
こ
の
こ
と
は
'
出
雲
地
方
で
も
同
じ
で
あ
り
'
広
戸
　
惇
博
士
が

「
出
雲
ア
ク
セ
ン
ト
の
特
徴
」
　
(
r
方
言
語
桑
の
研
究
し
所
収
)
　
の
論
文
中
で

検
証
し
て
お
ら
れ
る
。
二
拍
語
に
つ
い
て
は
へ
第
二
拍
め
の
母
音
に
作
用
性

が
あ
り
そ
う
で
、
f
e
・
<
　
グ
ロ
ー
タ
ー
ス
氏
も
千
葉
県
の
房
総
半
島
方
言

の
ア
ク
セ
ン
ト
で
も
'
広
母
音
が
音
声
変
化
を
早
め
た
可
能
性
を
認
め
て
お

ら
れ
る
。
し
か
し
'
三
相
語
以
上
に
つ
い
て
も
、
そ
の
傾
向
を
通
用
で
き
る

か
ど
う
か
は
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
中
舌
母
音
化
の

傾
向
が
著
し
-
な
い
地
方
に
つ
い
て
は
へ
必
ず
し
も
適
用
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
中
部
日
本
の
方
言
は
'
東
北
・
出
雲
・
千
葉

と
は
異
な
り
へ
中
舌
母
音
化
の
目
立
た
な
い
地
方
で
あ
る
だ
け
に
'
母
音
の

広
狭
に
よ
る
音
声
変
化
を
手
が
か
り
に
は
し
難
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

「
紅
葉
」
は
¥
U
o
C
J
-
-
C
J
-
¥
と
い
う
語
音
構
成
で
あ
る
た
め
に
、
第
二
へ

三
相
め
が
狭
母
音
で
あ
り
'
従
来
の
知
見
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

次
に
問
題
と
す
べ
き
は
'
金
田
1
春
彦
博
士
が
、
「
紅
葉
」
と
「
命
」
と

を
同
じ
-
第
三
拍
語
の
第
五
類
に
所
属
さ
せ
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
.
こ
れ

は
へ
確
か
に
的
確
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ
筆
者
が
当
該
地

域
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
分
布
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
へ
　
「
紅
葉
」
と
同
じ
分
布
状

況
を
示
し
た
の
は
'
「
命
」
だ
け
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
当
該
調
査

で
、
次
の
二
五
語
を
取
り
上
げ
た
。

血
、
毛
、
蚊
、
帆
へ
湯
、
歌
、
音
、
冬
、
雲
へ
波
、
緑
、
釣
瓶
へ
小
麦
'

力
へ
紅
葉
、
甘
い
'
頭
へ
驚
-
、
命
'
心
へ
背
中
'
誠
へ
盟
'
薬
へ
蚕

こ
れ
ら
の
中
で
、
「
紅
葉
」
と
同
じ
分
布
を
示
し
た
の
は
、
「
命
」
だ
け
で
あ
っ

た
Q
語
音
環
境
を
考
慮
し
て
用
意
さ
れ
た
二
五
で
あ
っ
た
が
'
結
局
は
'
こ

の
二
語
が
全
-
共
通
の
似
た
分
布
模
様
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
似
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
'
根
本
的
な
共
通
性
が
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
命
」
は
¥
0
-
U
o
O
-
V
と
い
う
語
音
構
成
で
あ
り
'
広
母
音
が
第
二

拍
め
に
き
て
い
る
の
で
、
変
化
が
早
い
は
ず
な
の
に
'
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

に
は
な
ら
ず
、
「
紅
葉
」
　
の
分
布
と
同
じ
変
化
速
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何

か
別
の
働
き
を
考
え
な
-
て
は
説
明
で
き
な
い
。
類
が
同
じ
だ
か
ら
同
じ
よ

う
な
分
布
を
示
し
た
の
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
、

似
た
よ
う
な
分
布
が
予
想
さ
れ
た
の
で
'
同
類
に
ま
と
め
た
の
だ
と
言
え
な

-
も
な
い
。
で
き
れ
ば
'
別
の
理
由
を
兄
い
だ
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
へ
筆
者
は
'
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
「
紅
葉
」
が
老
年
層
で
、

近
磯
地
方
と
中
部
地
方
東
部
に
共
通
し
て
'
同
じ
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト

を
示
し
た
の
が
直
接
の
原
因
だ
と
考
え
て
い
る
。
二
つ
の
巨
大
な
文
化
圏
が

同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
た
と
き
へ
中
間
地
帯
に
広
-
分
布
し
た
○
●
○
△

の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
い
か
に
拡
大
し
よ
う
と
し
て
も
、
力
の
差
は
大
き
く
て
、

つ
い
に
劣
放
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
中
部
日
本
東
部
の
古
い
●

○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
共
通
語
と
し
て
の
威
信
を
冠
し
て
刷
新
し
へ
周
辺

に
新
た
な
伝
播
を
し
は
じ
め
へ
　
1
方
で
は
近
機
で
も
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン

ト
が
基
礎
を
置
-
や
い
な
や
、
中
部
地
方
の
全
域
に
「
中
部
方
言
ら
し
さ
」

と
し
て
形
を
成
し
て
き
た
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
東
西
か
ら
の
侵
略

を
受
け
へ
　
こ
と
ご
と
-
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
五
語
の
う
ち
で
'

「
紅
葉
」
と
「
命
」
だ
け
が
へ
東
京
と
京
都
と
で
同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
を
示
し
、

●
○
○
△
に
な
っ
て
い
て
'
少
年
層
で
'
○
●
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
消
失

し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
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で
あ
る
。

も
う
一
つ
へ
　
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
金
田
一
春
彦
博
士
は
「
音

韻
変
化
か
ら
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
へ
」
　
(
『
増
補
　
日
本
の
方
言
』
所
収
)
　
の
中

で
、
「
東
京
方
言
の
上
に
起
こ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
と
し

て
は
、
「
「
命
」
類
三
拍
名
詞
に
○
●
○
型
>
●
○
○
型
と
い
う
も
の
が
想
定

さ
れ
る
。
(
こ
れ
も
あ
る
い
は
●
○
○
型
の
ま
ま
変
化
し
な
か
っ
た
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
)
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
の
提
示
し
た
言
語
地

図
一
か
ら
四
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
部
日
本
方
言
で
は
○
●
0
1
●
○
○

へ
と
変
化
し
た
が
、
中
部
日
本
東
部
や
東
京
で
は
、
●
○
○
の
ア
ク
セ
ン
ト

の
ま
ま
で
あ
り
'
変
化
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
2
)
柴
田
武
博
士
の
「
愛
知
県
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
分
布
」
と
筆

者
の
と
の
比
較

柴
田
博
士
の
調
査
は
'
昭
和
一
三
年
か
ら
一
八
年
ま
で
、
国
民
学
校
第
六

年
生
を
対
象
に
し
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
○
●
○
△
と
●
○
○
△
と

の
境
界
線
が
次
の
二
地
点
間
を
結
ん
だ
所
を
走
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
渥
美
半
島
の
伊
良
湖
/
和
地
・
福
江
へ
東
三
河
の
三
谷
町
/
大

塚
村
へ
奥
三
河
の
下
津
具
村
溜
淵
・
豊
根
村
三
沢
/
田
口
町
・
御
殿
村
に
走

る
と
さ
れ
て
い
る
.
こ
の
境
界
線
は
、
正
に
第
三
図
の
境
界
線
と
同
じ
な
の

で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
図
の
と
も
同
じ
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
柴

田
博
士
の
調
査
か
ら
五
〇
年
が
経
過
し
へ
　
そ
の
当
時
の
子
供
た
ち
が
、
現
在

ま
で
全
-
ア
ク
セ
ン
ト
を
変
え
な
い
で
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
'
第
二
図
で
の
少
年
層
は
、
柴
田
博
士
の
調
査
か
ら
二
〇
年
後
で

あ
る
が
、
す
で
に
全
地
点
で
○
●
○
△
か
ら
●
○
○
△
へ
の
著
し
い
変
化
が

始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
図
の
調
査
は
柴
田
博
士
の
調
査
か
ら
五
〇

年
が
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
'
○
●
○
△
は
完
壁
に
払
拭
さ
れ

て
、
●
○
○
△
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
変
わ

ら
な
い
も
の
の
代
表
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
わ
ず
か
五
〇
年
の
周
期
で
、

こ
ん
な
に
交
替
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
-
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
　
「
紅
葉
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
○
●
○
△
か
ら
●
○
○
△
に
な
っ
た
の

ほ
、
果
た
し
て
テ
レ
ビ
の
影
響
や
共
通
語
教
育
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
馬
瀬
良
雄
氏
は
長
野
県
で
の
ご
調
査
を
踏
ま
え
て
、

長
野
県
で
の
○
●
○
△
か
ら
●
○
○
△
へ
の
変
化
を
、
少
年
層
に
対
す
る
教

育
の
影
響
だ
と
解
釈
さ
れ
た
。
確
か
に
少
年
層
で
専
ら
推
進
さ
れ
る
こ
の
変

化
の
原
因
に
つ
い
て
、
教
育
の
普
及
を
あ
げ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
育
や
T
V
が
一
般
家
庭
へ
普
及
し
た
こ
と
と
ア
ク
セ
ン
ト
変
化

と
を
結
び
つ
け
る
根
拠
が
兄
い
だ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
老
年
層
は
T

v
を
見
て
も
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
へ
の
影
響
を
受
け
な
い
と
し
て
し
ま
う
の
も

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
テ
レ
ビ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
象
徴
と
し
て
、
●

○
○
△
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

馬
瀬
良
雄
氏
は
「
紅
葉
、
涙
、
め
が
ね
」
の
三
語
を
調
査
さ
れ
'
そ
れ
ら

が
少
年
層
に
お
い
て
著
し
い
●
○
○
△
化
を
示
す
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
後
へ

特
に
「
紅
葉
」
　
に
つ
い
て
頭
高
化
が
跡
著
な
理
由
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お

ら
れ
る
。

「
先
日
あ
る
会
の
席
で
'
一
人
の
教
師
が
「
も
み
じ
」
は
●
○
○
と
教
え

な
く
て
も
従
来
の
○
●
○
で
良
い
と
思
う
が
と
発
言
し
た
。
そ
の
教
師
に

132



「
涙
」
「
め
が
ね
」
の
共
通
ア
ク
セ
ン
ト
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
知
ら
な
か
っ
た
。

っ
ま
り
、
「
も
み
じ
」
は
他
の
語
と
異
な
り
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
教
育
の
場

で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
点
に
教
育
に
よ
る
影
響
を
考
え

た
い
。
」
　
(
注
‥
本
文
の
片
仮
名
を
○
●
に
変
え
て
引
用
し
た
。
)

確
か
に
、
天
下
の
教
育
県
と
し
て
著
明
な
長
野
県
で
は
あ
る
が
、
●
○
○

△
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
第
二
図
や
第
四
図
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
中
郡
日

本
の
全
て
に
及
ぶ
傾
向
で
あ
り
、
教
育
の
影
響
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

少
年
層
が
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
教
育
の
場
で
の
問
題
で

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
ん
な
理
由
を
考
え
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ

う
か
。平

山
輝
男
博
士
も
「
音
声
教
育
の
体
系
と
方
法
」
(
『
国
語
教
育
の
た
め
の

国
語
講
座
　
2
　
音
声
の
理
論
と
教
育
し
所
収
)
　
の
中
で
松
本
市
方
言
と
共

通
語
と
を
対
比
さ
せ
て
、
○
●
○
が
松
本
市
方
言
の
特
色
で
あ
り
、
●
○
○

が
共
通
語
の
特
色
で
あ
る
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
テ
レ
ビ
の
ア
ク
セ
ン
ト
に

は
、
種
々
の
話
者
が
い
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
に
基
づ
い
て
話
し
て
い
る
。

頭
高
化
を
す
ぐ
に
共
通
語
化
と
心
得
て
、
少
年
も
教
師
も
テ
レ
ビ
の
影
響
だ

と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
頭
高
化
を
共
通
語
の
典
型
と
考
え
る
な
ら
ば
へ

最
近
の
平
板
化
ア
ク
セ
ン
ト
も
ま
た
首
都
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
特
色
で
あ
り
'

共
通
語
の
新
し
い
傾
向
と
言
え
な
-
も
な
い
。
し
か
し
、
頭
高
ア
ク
セ
ン
ト

だ
け
を
共
通
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
見
な
し
、
平
板
化
ア
ク
セ
ン
ト
を
考
慮
し

な
い
の
は
分
か
り
に
-
い
説
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
へ
平
山
博
士
と
馬
瀬
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
語
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

「
紅
葉
へ
涙
へ
蕨
、
眼
鏡
へ
枕
へ
命
」

の
六
語
は
、
金
田
一
春
彦
博
士
の
『
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
研
究
　
原
理

と
方
法
』
　
に
よ
れ
ば
'
「
蕨
へ
眼
鏡
」
を
除
い
て
'
第
五
類
の
「
命
」
類
に

所
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
の
検
証
に
よ
れ
ば
'
「
紅
葉
」
と
「
命
」

と
は
全
-
同
じ
よ
う
に
'
少
年
層
で
●
○
○
へ
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
の
で
'

テ
レ
ビ
や
教
育
と
は
無
関
係
に
、
類
別
語
桑
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
は
十
分

に
了
解
し
て
は
い
る
。
し
か
し
へ
　
そ
の
こ
と
と
は
別
に
へ
言
語
変
化
の
原
因

は
存
在
す
る
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
第
五
類
の
語
虫
に
み
ら
れ
る
●
○
○
△
化
の
傾
向
の
原
因
を
、

先
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
東
西
二
大
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
同
じ
型
の

●
○
○
△
を
示
し
て
、
多
-
の
場
で
使
用
さ
れ
た
た
め
に
へ
地
方
毎
に
独
自

な
変
化
過
程
を
辿
っ
て
き
た
種
々
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
解
釈
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
平
山
博
士
や
馬
瀬
氏
が
あ
げ
ら

れ
た
六
語
は
、
す
べ
て
東
京
と
京
都
で
の
現
在
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
同
じ
型
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
●
○
○
△
は
決
し
て
共
通
語
ア
ク
セ
ン
ト
だ
と
は
言
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
●
○
○
△
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
「
紅
葉
」
に
つ
い
て
言

う
な
ら
ば
、
無
ア
ク
セ
ン
ト
を
除
い
た
全
国
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
型
だ
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
'
マ
イ
ナ
ー
な
ア
ク
セ
ン
ト
(
小
数
派
ア

ク
セ
ン
ト
)
で
な
-
て
'
メ
ジ
ャ
ー
な
ア
ク
セ
ン
ト
(
多
数
派
ア
ク
セ
ン
ト
)

に
乗
り
換
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
無
意
識
で
作
為
的
な
判
断
が
見
え
る
。

し
か
も
へ
　
も
う
一
つ
大
事
な
点
は
'
中
部
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
東
京

と
京
都
と
で
現
在
、
個
々
の
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
型
が
同
じ
な
の
は
、
「
紅

葉
、
命
」
を
は
じ
め
と
す
る
第
五
類
の
ア
ク
セ
ン
ト
だ
け
で
あ
る
。
●
○
○

△
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
広
-
日
本
の
中
核
地
帯
に
分
布
す
る
様
は
'
壮
観
で
あ

る
。
他
方
へ
東
西
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
型
と
異
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
中
部

日
本
の
各
地
で
、
実
に
多
様
な
型
の
分
布
を
見
せ
た
。
し
か
し
多
様
な
弱
小
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の
分
布
を
示
す
ア
ク
セ
ン
ト
は
'
優
勢
な
型
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
優
勢
な
型
が
劣
勢
な
型
を
吸
収
し
て
一
元
化
す
る
状
態
を
、
こ

こ
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

以
上
の
論
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
-
)
各
地
点
毎
に
「
紅
葉
」
の
異
な
っ
た
ア
ク
セ
ン
ト
史
が
認
め
ら
れ
る

が
、
中
部
日
本
全
体
を
統
一
し
た
ア
ク
セ
ン
ト
の
現
代
史
を
描
-
と
す

れ
ば
'
表
2
　
(
本
頁
左
端
)
　
の
よ
う
な
循
環
論
に
な
る
。

(
2
)
　
ア
ク
セ
ン
ト
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
代
表
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
'

「
紅
葉
」
の
よ
う
な
語
に
お
い
て
は
五
〇
年
で
完
全
に
世
代
交
代
を
す

る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
事
実
は
'
柴
田
武
博
士
と
筆
者
の
調
査
結
果
を

比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
れ
た
。

(
3
)
「
紅
葉
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
○
●
○
か
ら
●
○
○
へ
と
転
じ
た
の
は
'

テ
レ
ビ
や
教
育
や
共
通
語
化
の
普
及
が
原
因
で
は
な
く
　
「
紅
葉
」
が

東
西
二
大
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
と
同
じ
型
(
●
○
○
)
　
に
転
じ
た
結
果
、

少
年
層
が
そ
の
優
勢
な
型
を
選
択
し
劣
勢
な
型
を
継
承
し
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
世
代
差
と
地
域
差
と
の
二
つ
の
要
素
が
複

合
的
に
作
用
し
て
、
変
化
を
促
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

東
西
二
大
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
が
同
じ
型
　
(
●
○
○
)
　
を
示
す
「
紅
葉
」
の

分
布
に
つ
い
て
へ
共
通
語
の
方
が
古
-
て
、
近
畿
の
方
が
新
し
い
と
解
釈
し

た
。
そ
の
根
拠
を
渥
美
半
島
の
先
端
の
伊
良
湖
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
揺
れ
に
設

定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
へ
見
直
す
べ
き
点
も
あ
り

そ
う
で
あ
る
。
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