
文
　
　
末
　
　
詞
　
「
い
」

-
　
栃
木
地
方
方
言
に
お
け
る

男

る
。
意
味
は
'
「
ナ
」
　
「
ネ
」
と
い
う
文
末
詞
と
同
じ
で
あ
る
O
働
き
は
t

I
t
相
手
に
話
し
か
け
な
か
ら
相
手
の
同
芯
を
得
よ
う
と
す
る
設
図
を
つ
け
加

え
る
。

述
'
へ
て
き
た
最
後
に
「
ナ
イ
」
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ナ
イ
」
の

つ
-
前
ま
で
自
分
の
述
べ
た
事
を
自
分
も
相
手
も
共
に
共
鳴
す
る
と
い
う
よ
う

な
姿
勢
で
の
言
い
方
で
あ
る
。
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○
ホ
ネ
　
オ
レ
ン

f
-
-

骨
が
折
れ
ま
す
ね
。
(
老
男
1
中
男
)

○

ィ

ナ

カ

ジ

ャ

　

ナ

ン

ニ

モ

　

ナ

ク

ツ

テ

ナ
ィ
。

田
舎
で
は
何
も
な
-
っ
て
ね
。
(
中
女
1
中
男
)

栃
木
県
都
賀
地
方
に
行
な
わ
れ
る
文
末
詞
に
'
右
の
よ
う
な
「
ナ
イ
」
が
あ

○
ズ
イ
ブ
ン
　
ア
ツ
イ
　
ナ
ィ
。

ず
い
分
暑
い
で
す
ね
。
(
青
女
-
,
臥
)

「
ズ
イ
ブ
ン
　
ア
ツ
イ
」
と
い
う
の
は
育
女
の
そ
の
時
の
気
象
に
対
す
る
感
じ

で
あ
る
O
青
女
は
'
相
手
の
私
も
こ
の
気
象
を
呂
い
と
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
る
.
そ
こ
で
「
ナ
イ
」
を
そ
の
下
に
つ
け
加
え
て
二
人
で
暑
い
と
い

う
こ
と
に
共
鳴
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
更
に
い
-
つ
か
例
を
あ
げ
る
。

(
∵
-
¥
-
,
'
.
勺
い

ぜ
ん
ぜ
ん
(
ま
る
っ
き
り
)
乾
き
き
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
(
老
男
-

中
勇
)

○
ホ
ヨ
ー
シ
ッ
パ
ィ
　
シ
ッ
チ
ッ
タ
　
ガ
イ
.



全
-
失
敗
し
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
o
　
(
讃
男
1
私
)

2
'
相
手
に
訴
え
か
け
つ
1
1
と
同
じ
く
相
手
と
共
に
そ
の
事
実
に
つ
い
て
共

鳴
し
詠
嘆
す
る
。

〇
十
.
T
~
小
モ
　
t
-
'
r
・
,
ノ
-
¥
'
~
ソ
・
i
・
ナ
　
ナ
イ
O

お
し
め
り
(
雨
の
こ
と
)
も
少
し
位
な
く
て
は
ね
え
。
(
困
り
ま
す
ね
。
)

へ
老
男
1
私
)

こ
れ
は
,
詠
嘆
を
込
め
て
相
手
に
訴
え
か
け
途
中
で
言
い
さ
し
て
い
る
。
余

制
を
も
た
せ
る
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。

○
サ
リ
ハ
つ
ト
デ
　
叫
ィ
。

た
と
え
雨
が
降
っ
て
も
、
さ
-
つ
と
わ
ず
か
降
る
だ
け
で
ね
え
。
(
関
っ

た
も
の
で
す
ね
。
)
　
(
老
男
1
私
)

こ
れ
な
ど
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
,
そ
の
詠
嘆
が
強
-
な
h
?
と
,
相
手
に
う
っ
た
え
る
と
い
う
ー
j
・
U
を
離

れ
て
自
分
だ
け
で
の
詠
嘆
に
も
な
る
.

○

ス

コ

シ

モ

　

ネ

-

ツ

テ

t
T
.
ト
モ
　
　
ー
デ
ッ
ト
v
-
1
　
V
.
蝣
ォ
ナ
ン
ダ
~
ナ

イ
D全

々
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
す
が
や
っ
ぱ
り
だ
め
な
ん
だ
な
あ
。

(
中
男
1
中
男
)

3
、
相
手
に
強
く
う
っ
た
え
か
け
相
手
に
聞
い
て
も
ら
お
う
と
す
る
言
い
方
に

sra

○
ィ
マ
　
ウ
ッ
タ
ッ
チ
　
ソ
-
バ
　
ワ
ル
ゲ
　
ネ
-
ン
ダ
ガ
ン
　
ナ
ィ
。

今
売
っ
て
も
決
し
て
相
場
は
悪
く
な
い
の
で
す
よ
。
(
そ
れ
な
の
に
宛
ら

な
い
の
で
す
か
ら
ね
,
K
J
.
-
　
)
　
(
老
女
1
私
)

こ
れ
は
'
愚
痴
な
ど
を
相
手
に
聞
い
て
も
ら
お
う
と
す
る
時
に
強
-
う
っ
た

え
か
け
る
言
い
方
で
あ
る
。
後
に
余
韻
と
し
て
「
そ
れ
な
の
に
・
・
-
・
な
の
だ
か

ら
。
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
の
ひ
び
き
の
残
る
は
あ
い
が
多
い
。
ま
た
、
そ
れ

程
強
-
な
く
へ
次
の
例
の
よ
う
に
唯
話
の
途
中
な
ど
で
相
手
の
注
意
を
喚
起
し

て
次
に
自
分
の
話
そ
う
と
す
る
こ
と
の
前
提
を
相
手
に
確
認
さ
せ
る
よ
う
な
言

い
方
に
も
な
る
。

○
ハ
シ
ー
ヤ
~
可
可
　
ス
キ
ナ
ン
ダ
カ
ソ
　
列
有
o

こ
の
柄
物
は
、
か
わ
い
た
所
が
好
き
な
の
で
す
か
ら
ね
。
(
申
男
1
私
)

○
ハ
チ
ジ
　
コ
-
タ
イ
ダ
カ
ン
　
山
右
.
ラ
列
ナ
ン
　
V
o

八
時
が
交
代
で
す
か
ら
ね
.
楽
な
の
で
す
よ
。
(
老
男
1
中
男
)

4
、
説
明
や
報
告
に
お
け
る
断
定
的
な
表
現
を
や
わ
ら
げ
る
。

O
f
T
,
巧
T
-
モ
　
ハ
V
デ
ノ
⊥
∵
　
　
f
-
 
"
K
j
-
.
V
　
ナ
-
0

で
す
け
れ
ど
も
'
畑
の
方
は
ま
ず
そ
う
(
で
き
が
悪
そ
う
)
で
す
ね
。

(
)
詣
　
蝣
・
:
蝣
<
・
)

こ
の
場
合
「
マ
'
T
(
ゲ
ダ
」
と
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
が
'
少
し
強
い

ひ
び
き
に
な
り
す
ぎ
る
の
で
'
そ
れ
を
お
そ
れ
て
「
ナ
イ
」
が
つ
け
加
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
更
に
例
を
あ
げ
る
と
'

○
ダ
I
*
ダ
　
君
。

だ
め
で
す
ね
。
(
岩
男
1
私
)

○
オ
列
の
ン
ノ
ワ
　
オ
列
~
R
l
〆
　
引
。

山
一
'
-
蝣
r
-
t
!
寸
z
t
i
'
^
し
た
㌢
　
(
七
男
-
・
申
E
?
)

L
J
t
 
帆
S
K
-
1
-
V
-
r
:
m
i
l
l

o
キ
ノ
ポ
ー
が
　
<
J
a
り
∨
　
フ
ク
ラ
ム
ン
〆
が
　
ナ
ー
イ
0

木
の
方
が
∧
ね
え
V
t
ふ
-
ら
む
の
で
す
が
ね
え
。
(
老
男
1
中
男
)

こ
の
ば
あ
い
の
八
　
∨
印
の
つ
い
た
方
の
ナ
イ
は
、
相
手
に
親
し
く
話
し
か

け
へ
文
中
に
お
い
て
息
の
切
れ
目
に
つ
け
ら
れ
る
。
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e

さ
て
'
以
上
へ
　
「
ナ
イ
」
の
働
き
を
見
て
き
た
が
'
最
初
に
も
述
べ
た
通

り
へ
　
こ
れ
は
、
「
ナ
」
「
ネ
」
(
「
ネ
」
の
方
が
当
地
で
は
'
悶
い
ら
れ
方
が
少

な
い
が
)
と
い
う
当
地
方
に
お
け
る
文
末
詞
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
。
に
も

か
ゝ
わ
ら
ず
'
「
ナ
」
　
「
ネ
」
の
一
方
「
ナ
イ
」
が
共
存
す
る
か
ら
に
は
'
そ

れ
ぞ
れ
へ
　
そ
れ
相
応
の
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
性
を
そ
な
え
て
い
る
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
違
い
'
即
ち
へ
　
同
じ
文
末
に
「
ナ
」

「
ネ
」
を
使
っ
た
ば
あ
い
と
「
ナ
イ
」
を
使
っ
た
ば
あ
い
と
の
違
い
は
一
体
ど

ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

今
へ
上
に
あ
げ
て
き
た
実
例
に
お
い
て
'
話
者
に
対
す
る
聞
き
手
を
ず
っ
と

見
て
い
た
だ
き
た
い
。
中
男
と
私
と
に
な
っ
て
い
る
。
話
者
の
方
は
す
べ
て
地

元
の
人
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
'
聞
き
手
の
中
男
の
人
と
い
う
の
は
話
者
に
と
っ

て
は
久
し
振
り
に
訪
れ
ら
れ
た
お
客
さ
ん
で
あ
る
。
ま
た
へ
私
は
は
じ
め
て
調

査
者
、
研
究
者
と
し
て
訪
れ
た
一
項
異
様
な
い
か
め
し
い
他
人
で
あ
る
。
話
者
に

と
っ
て
は
い
ず
れ
も
気
の
お
け
る
相
手
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て

話
者
の
話
す
姿
勢
も
当
然
あ
ら
た
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
こ
に
「
ナ
イ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
へ
　
こ
う
い
う
よ
う
な
関

係
で
は
「
ナ
」
や
「
ネ
」
は
全
-
聞
-
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
他
の

親
し
い
地
元
の
人
同
士
や
日
下
の
者
に
対
し
て
は
多
く
「
ナ
」
や
　
「
ネ
」

(
「
ネ
」
の
方
が
ず
っ
と
す
く
な
い
が
)
が
使
わ
れ
て
い
た
。
と
い
う
こ
と

は
'
「
ナ
イ
」
の
方
が
　
「
ナ
」
　
「
ネ
」
よ
り
も
あ
ら
た
ま
っ
た
言
い
方
で
あ

り
'
相
手
を
意
識
し
た
丁
寧
な
物
言
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と

す
る
と
、
丁
寧
な
物
言
い
に
な
る
か
、
ぞ
ん
ざ
い
な
物
言
い
に
な
る
か
の
違
い

は
「
ナ
」
に
「
イ
」
が
つ
く
か
つ
か
な
い
か
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
使
わ
れ
て
い
る
当
地
の
「
ナ
イ
」
は
完
全
に
熟
し
て
い
て
「
ナ
」
と

「
イ
」
と
に
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
'
元
は
明
ら
か
に
「
ナ
」
と

「
イ
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
O
そ
の
う
ち
の
「
ナ
」
は
現
在

使
わ
れ
て
い
る
「
ナ
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
で
は
'
「
イ
」
と
い
う
も
の
を

分
雌
さ
せ
て
l
体
「
イ
」
自
身
に
何
か
独
立
の
或
る
働
き
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
'
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
に
有
益
な
事
実
が
あ
る
。

○
ナ
-
　
ィ
。

(
全
く
そ
-
で
す
よ
)
ね
え
。
(
老
男
-
・
中
男
)

こ
の
文
は
文
末
詞
だ
け
で
で
き
て
い
る
か
　
こ
の
ば
あ
い
だ
と
「
ナ
」
と

「
イ
」
と
は
'
ま
だ
完
全
に
は
黙
し
き
っ
て
お
ら
ず
む
し
ろ
そ
の
途
中
の
姿
と
・

い
う
こ
と
が
で
き
よ
-
。
こ
の
ば
あ
い
だ
と
「
ナ
I
L
と
「
イ
」
と
は
分
け
ら

れ
そ
う
で
も
あ
る
。
「
ナ
-
」
と
の
ば
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
'
「
ナ
」
が
一

つ
の
語
と
し
て
独
立
し
て
い
る
証
拠
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
文
の
意
味
上
の
主

体
は
「
ナ
-
」
の
方
に
あ
る
。
だ
か
ら
「
ナ
-
。
」
と
'
こ
こ
で
言
い
切
っ
て

も
十
分
な
わ
け
で
あ
る
。
で
は
'
「
イ
」
は
何
故
っ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
.
「
ナ
-
。
」
だ
け
で
は
言
い
す
ま
さ
れ
な
い
何
物
か
か
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
.
と
こ
か
ら
来
る
か
と
い
う
と
'
相
手
が
気
の
お
け
る
お
客
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
「
ナ
-
。
」
と
言
い
切
っ
た
の
で
は

ぶ
し
っ
け
で
荒
っ
ぽ
-
な
る
よ
う
な
相
手
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
へ
そ
れ
を
緩

和
し
も
の
や
わ
ら
か
な
表
現
に
し
よ
う
と
し
て
「
イ
」
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
「
ナ
-
。
」
と
「
ナ
-
　
イ
0
」
と
二
つ
の
言
い
方
を
並
べ

て
比
べ
た
時
明
ら
か
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
へ
　
「
イ
」
と
い
う
語
が
独
立
し
絹
る
の
で
は
な

い
か
、
ゆ
-
と
も
へ
元
は
独
立
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
は
目
上
の
人
や
は
じ
め
て
の
.

・
・
　
　
　
　
　
　
い
‥
・
 
、
,
-
.
,
・
・
-
;
-
.
,
蝣
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.
.
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申
乙
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
O
そ
こ
に
、
気
の
お

け
る
人
に
対
し
て
は
「
ナ
」
が
使
わ
れ
ず
「
ナ
イ
」
が
使
わ
れ
る
原
因
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

H

金
田
二
見
助
先
生
の
「
国
語
の
変
遷
」
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
こ
の
　
『
些
戸
ッ
見
だ
っ
て
ね
』
の
　
『
ね
』
も
古
-
調
る
と
　
『
契
り
き

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

な
』
　
『
花
の
い
ろ
は
移
り
に
け
り
な
。
』
　
『
汝
は
平
家
の
侍
よ
な
』
　
『
家
に

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

し
て
我
は
恋
ひ
む
な
』
　
『
あ
は
れ
に
琴
っ
侍
ふ
な
』
　
な
ど
の
『
な
』
で
、
関

西
で
は
『
こ
れ
が
な
』
　
『
さ
-
し
て
な
』
の
『
な
』
ま
た
『
う
』
を
つ
け
た
形

の
ぇ
ノ

の
『
な
う
』
か
ら
『
頓
』
に
な
っ
て
『
こ
れ
が
の
う
』
　
『
そ
し
て
の
う
』
と
な

る
の
に
関
東
で
は
『
な
』
は
荒
っ
ぽ
-
や
は
り
い
を
流
へ
て
や
さ
し
く
『
こ
れ

が
な
い
』
　
『
さ
う
し
て
な
い
』
と
い
っ
た
も
の
ら
し
-
福
島
県
下
な
ど
に
は
今

も
『
な
い
』
が
あ
っ
て
『
な
あ
』
と
い
-
よ
り
丁
寧
に
な
る
。
宮
城
へ
山
形
へ

行
-
と
'
そ
れ
が
ネ
工
に
な
っ
て
い
る
か
ら
'
多
分
江
戸
ッ
児
の
『
こ
れ
が

ね
』
　
『
さ
-
し
て
ね
』
の
『
ね
』
も
『
な
い
』
の
早
口
に
い
っ
た
形
で
あ
ろ
う
。

(
〓
黙
r
-
^
.
f
j
y
:
^
川
I
H
)
」

こ
こ
で
い
わ
れ
る
福
島
県
下
の
「
ナ
イ
」
が
'
も
し
当
地
方
の
「
ナ
イ
」

と
同
じ
物
な
ら
ば
こ
の
御
論
考
は
大
層
参
考
に
な
る
.
そ
こ
で
へ
福
島
大
学
の

菅
野
宏
先
生
に
福
島
県
に
行
な
わ
れ
る
「
ナ
イ
」
の
実
態
を
手
紙
で
お
開
き
し

た
と
こ
ろ
へ
次
の
よ
う
な
御
返
頚
を
い
た
だ
く
頚
が
で
き
た
。
(
関
係
す
る
部

分
の
み
を
要
約
し
て
載
せ
る
。
昭
和
三
十
七
年
九
月
八
日
付
の
も
の
)

1
e
 
e
と
い
う
丁
寧
を
表
わ
す
助
詞
が
あ
っ
T
 
e
が
単
独
で
か
な
り
自
由
に
使

わ
れ
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
そ
れ
は
'
福
島
県
北
地
区
で
あ
る
。

2
・
そ
の
・
e
が
や
ゝ
回
l
i
化
(
退
化
)
し
接
辞
化
し
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
終

助
詞
に
つ
い
て
、
n
a
e
,
z
o
e
,
(
c
o
e
)
,
k
a
e
(
g
e
)
,
b
a
e
,
w
a
e
な
ど
と
い
う
形

を
つ
く
っ
て
い
る
O
主
に
福
島
県
中
央
部
(
安
達
郡
'
二
本
校
市
か
ら
南
の

中
通
り
地
区
)
一
帯
に
見
ら
れ
る
。
精
度
と
し
て
は
t
 
n
a
e
が
最
も
高
い
も

の
で
あ
る
.
福
島
県
下
の
n
a
e
の
丁
寧
な
こ
と
は
間
違
い
な
い
o
例
え
ば

h
i
d
o
e
 
a
m
e
 
d
a
 
n
a
e
.

s
o
e
z
u
 
w
a
 
e
e
 
n
a
e
.

a
n
m
a
r
i
 
e
s
o
5
a
s
i
k
u
t
e
 
c
i
t
t
o
 
k
u
t
a
b
i
T
c
i
a
 
m
o
N
 
d
a
 
g
a
r
a
n
a
e
.

と
い
う
具
合
で
栃
木
県
の
「
ナ
イ
」
も
全
-
同
じ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

3
'
　
ま
た
、
退
化
が
更
に
進
み
n
e
、
g
e
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
石
城
地

区
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
」

こ
れ
に
よ
り
栃
木
県
の
都
賀
地
方
の
　
「
ナ
イ
」
　
と
福
島
県
に
お
け
る
ナ
イ

C
n
a
e
)
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
-
こ
と
が
言
え
る
と
思
-
。
(
た
だ
し
へ

〔
m
i
〕
〔
n
a
e
〕
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
,
こ
れ
は
,
璽
王
か
ら
ぐ
る
違
い

で
あ
っ
て
内
容
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
)

こ
れ
に
よ
っ
て
'
栃
木
県
都
賀
地
方
に
お
け
る
「
ナ
イ
」
の
考
察
に
'
金
田

一
先
生
の
御
論
考
は
'
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
へ
金
田
一
先
生
が
先
の
よ
-
な
お
考
え
に
到
迂
す
る
に
い
た
っ
た

諸
々
の
資
料
や
、
御
考
察
の
過
程
な
ど
に
つ
き
へ
も
う
少
し
精
1
 
~
く
確
か
め
る

必
要
が
あ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
考
察
を
進
め
る
関
係
上
、
砂
上
の
楼
閣
に
な

ら
な
い
た
め
に
も
、
し
っ
か
り
し
た
岩
磐
か
ど
L
つ
か
を
花
認
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
手
紙
で
荘
接
へ
次
の
点
に
つ
い
て
お
尋
ね
申
し
あ
げ
た
.

I
t
　
　
「
関
東
で
は
『
な
』
は
荒
っ
ぽ
-
や
は
り
い
を
流
へ
て
や
さ
し
く
『
こ

れ
が
な
い
』
　
『
さ
-
し
て
な
い
』
と
い
っ
た
も
の
ら
し
-
　
　
」
と
い
う
御

判
断
を
下
す
に
足
る
文
献
等
が
あ
る
の
か
ど
-
か
。

2
'
　
「
ナ
イ
」
1
「
ネ
」
と
い
-
変
化
と
見
る
御
判
断
の
根
拠
は
何
か
。

3
、
　
「
な
」
に
「
い
」
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
さ
し
い
言
い
方
に
な
っ

418



た
と
い
-
が
t
　
で
は
そ
の
「
い
」
は
何
か
。

そ
の
お
答
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
(
原
文
通
り
そ
の
ま
ま
を
の
せ
る
。
昭
和

三
十
七
年
九
月
大
目
付
の
も
の
。
)

お
筈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
田
二
見
助

の
　
文
献
に
ハ
ッ
キ
リ
出
て
い
た
ら
、
私
が
言
う
以
前
に
誰
で
も
'
そ
れ
に

よ
っ
て
へ
説
明
し
た
は
ず
、
文
献
に
は
つ
き
り
そ
う
見
え
て
い
な
い
た
め
、
今

ま
で
誰
も
説
か
な
か
っ
た

古
文
献
は
'
文
語
で
ば
か
り
容
か
れ
へ
口
語
で
は
容
か
れ
な
か
っ
た
か
ら
'

口
語
の
史
料
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
欠
点
を
補
ふ
も
の
に
、
あ
り
が
た
い
方
言

の
現
在
借
到
る
所
に
存
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
説
を

建
て「

こ
う
し
か
考
え
ら
れ
な
い
'
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
が
で

き
る
'
そ
れ
だ
か
ら
'
こ
う
～
1
成
っ
た
も
の
に
相
違
な
い
」
と
い
う
私
の
説

明
で
す
。

_
2
'
古
典
の
「
な
」
の
所
を
口
語
で
「
ね
」
と
い
う
の
は
t
 
n
a
v
n
e
と
い
う

単
な
る
音
韻
変
化
と
片
づ
け
る
の
は
、
乱
暴
で
'
可
能
性
が
あ
っ
て
も
必
然
性

が
出
て
来
な
い
。
も
っ
と
惟
史
的
に
琴
つ
け
て
、
な
っ
と
く
し
た
い
の
が
私
の

念
院
、
そ
こ
へ
丁
度
よ
い
の
は
方
言
の
存
在
へ
方
言
は
ヘ
音
の
面
影
を
止
め
る

か
ら
へ即

ち
「
な
」
が
「
ね
」
と
な
る
一
つ
前
に
へ
　
「
な
い
」
と
言
っ
た
も
の
で
'

江
戸
ッ
子
は
そ
の
a
i
を
み
な
e
e
に
す
る
　
　
h
a
i
k
a
i
(
俳
僧
)
1
h
e
e
k
e
e

へ

ー

ケ

I

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

で

か

　

　

　

　

　

　

　

セ

詛

:

　

　

　

　

　

　

　

=

い

(
俳
借
)
、
心
配
を
シ
ン
ペ
1
、
大
い
を
で
ッ
ケ
I
t
痛
い
を
イ
テ
1
、
入
る
を

な

　

　

　

　

　

ね

ヘ
ー
ル
、
「
無
い
」
　
「
無
え
」
な
ど

こ
の
傾
向
が
、
「
そ
う
だ
な
い
」
を
「
そ
う
だ
ね
え
」
と
言
っ
た
に
ち
が
い

な
い
の
で
す
。

福
島
ば
か
り
で
な
く
へ
　
承
れ
ば
栃
木
も
そ
-
だ
そ
-
で
す
'
こ
れ
が
も
と

は
,
「
些
戸
」
で
も
そ
う
だ
っ
た
の
を
「
江
戸
」
は
急
先
鋒
で
「
ね
え
-
,
ね
」

に
し
て
し
ま
っ
た
の
ほ
'
田
辺
の
方
言
は
律
詩
に
そ
の
一
つ
前
の
形
を
今
に
用

い
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

で
は
'
「
そ
う
だ
な
い
」
の
「
い
」
は
何
か
?

こ
れ
は
、
や
は
り
方
言
に
原
型
を
発
見
し
ま
す
。
東
京
周
辺
の
人
の
方
言
の

さ
も
-
′
＼
方
言
ら
し
い
砕
き
を
成
心
じ
さ
せ
る
語
気
に

「
そ
-
で
す
か
」
で
い
い
所
を
「
そ
う
で
す
か
よ
!
」

「
あ
り
ま
し
た
」
で
い
い
所
を
「
あ
り
ま
し
た
よ
-
」

「
あ
り
ま
せ
ん
か
」
で
い
い
所
を
「
あ
り
ま
せ
ん
か
よ
!
」

こ
の
「
よ
」
は
勿
論
文
語
の
詠
嘆
助
詞
の
「
よ
」
で
、
標
準
語
に
だ
っ
て
'

「
私
よ
!
」
　
「
あ
な
た
よ
!
」
　
「
そ
う
よ
!
」
な
ど
使
っ
て
い
る
「
よ
」
の
感

情
を
帯
び
て
長
く
ひ
っ
ぼ
っ
て
い
う
の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
「
よ
」
を
_
'
ひ
っ
ぼ
っ
て
田
舎
具
-
発
音
せ
ず
に
収
め
た
の
が

「
い
」
で
'
こ
の
「
い
」
は
一
つ
で
は
独
立
性
が
な
く

「
そ
う
だ
な
い
」
、
「
そ
う
で
す
な
い
」
へ
　
「
こ
れ
が
な
い
」

な
ど
「
よ
」
の
代
り
に
'
「
よ
」
を
軽
く
発
音
し
た
形
な
の
で
す
o
標
準
語
で

も
'
「
そ
う
か
い
」
　
「
君
も
行
-
か
い
」
　
「
そ
れ
で
い
い
か
い
」
　
と
言
っ
て

立
派
に
使
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ
を
又
田
舎
の
人
や
些
戸
ッ
子
な
ど
・
i
i

「
そ
う
ケ
こ
「
行
-
ケ
r
t
c
v
.
」
　
「
そ
れ
で
い
い
ケ
ェ
L
r
」
な
ど
い
う
'
あ
れ
で

す
。そ

の
よ
う
に
、

°

°

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

°

そ
う
だ
な
よ
1
そ
う
だ
な
い
　
-
　
そ
う
だ
ね
え
ー
・
そ
う
だ
ね

と
昔
日
変
化
を
遂
げ
得
た
の
に
外
な
ら
な
い
よ
う
で
、
こ
う
解
し
て
の
み
初
め

て
納
得
行
き
ま
す
が
'
外
の
考
え
方
で
は
納
得
で
き
な
い

そ
れ
散
に
こ
れ
を
も
っ
て
員
相
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
私
は
断
言
す
る
の

-419-



て
す
。3

t
も
'
右
の
説
明
の
中
で
お
答
へ
し
得
た
と
存
じ
ま
す
。
栃
木
の
語
例
有

り
が
た
-
頂
斑
す
れ
ば

い
い
て
ん
き
だ
な
よ
1
い
い
て
ん
き
だ
な
い

中
々
暑
く
て
な
よ
　
ー
　
中
々
暑
く
て
な
い

こ
れ
に
よ
っ
て
古
文
苗
に
よ
る
資
料
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
、
金
田
l
先
生
も
広

-
方
言
昇
に
そ
の
資
料
を
求
め
て
お
ら
れ
方
言
の
宍
態
が
重
要
な
資
料
と
な
る

こ
と
が
わ
か
る
.
そ
こ
で
'
栃
木
県
方
言
に
お
け
る
更
に
他
の
資
料
を
求
め
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
イ
」
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

蝣

3

=

福
島
県
に
は
、
一
部
で
は
あ
る
が
.
「
e
」
と
い
う
丁
寧
な
助
詞
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
O
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
'
固
定
化
'
退
化
の
現
象
が
は

な
は
だ
し
い
様
子
で
あ
っ
た
o
栃
木
県
の
ば
あ
い
も
「
イ
」
は
、
や
は
け
'
他
の

語
と
結
び
つ
い
て
国
定
化
し
、
分
既
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
魂
て
い
る
。
先
の

「
ナ
イ
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
'
「
イ
」
を
見
つ
め
よ
-
と
す
る

時
は
、
「
イ
」
だ
け
を
と
り
出
し
て
部
分
的
に
見
て
　
い
-
と
い
う
の
で
は
な

-
、
他
の
語
と
結
び
つ
い
て
国
定
化
し
て
い
る
全
体
の
姿
1
)
し
て
そ
の
ま
ま
を

見
て
い
く
必
嬰
が
あ
る
。
そ
こ
で
へ
全
体
と
し
て
見
て
い
-
時
、
次
の
よ
う
な

も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

I
t
　
サ
イ

こ
れ
も
都
賀
地
方
に
お
い
て
の
み
兄
い
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

○
　
=
~
叫
~
列
ミ
チ
ナ
ラ
当
り
列
　
イ
-
ン
　
サ
イ
　
叫
。

通
っ
た
這
な
ら
、
ま
だ
良
い
の
で
す
よ
ね
。
(
老
男
1
中
男
)

○
ソ
ー
　
サ
ィ
。

そ
う
な
の
さ
。
(
そ
う
な
の
で
す
。
)
　
(
老
女
1
私
)

○
ヰ
n
-
:
　
　
　
　
叫
っ
宥
-
.
.
.
-

昨
日
は
あ
れ
だ
-
・
。
(
中
男
1
中
男
)

こ
れ
ら
の
例
の
見
え
る
の
も
'
話
の
受
手
は
'
私
'
中
男
で
あ
っ
て
気
の
お

け
る
人
の
場
合
で
あ
る
O
　
「
サ
」
の
方
は
'
い
わ
ゆ
る
東
京
方
言
の
「
サ
」
と

同
じ
報
告
へ
説
明
に
お
け
る
指
定
、
強
調
な
ど
を
表
わ
す
準
感
声
的
文
末
詞
サ

行
音
一
派
に
屈
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
サ
イ
」
も
ず
い
分
熟
し
て
は
い
る

が
、
「
ナ
イ
」
程
で
は
な
い
。

ま
た
、
「
サ
イ
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
に
「
セ
」
　
「
セ
イ
」
が
あ
る
o

ィ
、
セ

こ
れ
は
〔
s
a
i
〕
I
・
〔
s
e
〕
と
い
-
相
互
同
化
に
よ
る
変
化
で
生
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
へ
f
:
心
味
へ
捌
き
の
上
に
、
な
ん
ら
「
サ
イ
」
と
の
違
い
は
な
い
。

○
ナ
刺
可
刺
　
コ
T
h
刊
　
タ
イ
<
>
>
+
v
.
N
　
叫
.

な
か
な
か
こ
れ
で
大
変
な
の
で
す
よ
o
　
(
老
女
-
,
臥
)

420

○
イ
ズ
ン
マ
デ
モ
　
コ
ド
モ
デ
　
シ
T
n
-
が
ネ
-
ン
　
セ
O

い
つ
ま
で
も
子
供
で
仕
方
が
な
い
の
で
す
よ
。
(
中
女
-
,
私
)

○
ソ
封
　
ソ
-
　
+
n
O

そ
れ
は
そ
う
で
す
よ
。
(
小
男
1
私
)

ロ
へ
　
セ
イ

右
の
「
セ
」
に
更
に
「
八
」
が
つ
い
た
の
で
あ
る
o

o
午
t
.
;
ワ
　
列
~
可
　
笥

昨
日
は
あ
れ
だ
1
-
0
(
老
男
-
,
臥
)

○
コ
n
 
n
 
n
ジ
ャ
　
九
v
 
n
蝣
可
1
 
1
　
モ
ッ
r
可
利
■
チ
ャ
ー
ン
　
苛
U

こ
の
頃
で
は
か
ま
わ
ず
持
っ
て
来
て
し
き
っ
の
p
す
よ
。
(
中
男
1
小
男
)

○
ナ
ヨ
叫
　
ム
耳
叫
'
>
>
-
/
.
卑
小
。



何
に
し
て
も
(
と
に
か
-
)
む
ず
か
し
い
の
で
す
よ
。
(
老
男
1
私
)

こ
の
「
サ
」
1
「
サ
イ
」
1
「
セ
」
-
,
「
セ
イ
」
と
い
う
一
連
の
変
化
の
過
程

は
「
イ
」
の
考
窮
に
非
F
=
に
多
-
の
示
唆
を
与
え
て
-
れ
る
o
す
な
わ
ち
ま
ず

「
サ
」
を
丁
寧
な
言
い
方
に
し
て
-
「
サ
イ
」
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
発

音
上
の
変
化
で
「
セ
」
と
な
っ
た
.
こ
れ
は
、
発
音
上
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
か

ら
、
苦
味
・
用
法
に
変
り
は
な
い
が
へ
そ
の
「
セ
」
に
何
故
更
に
「
イ
」
が
付
加

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
O
　
こ
れ
を
準
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
お
の
ず
か

ら
、
「
イ
」
と
い
う
も
の
の
姿
も
は
っ
き
り
し
て
-
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
、
こ
れ
を
考
え
る
に
参
考
と
な
る
資
料
が
あ
る
。

「
仰
せ
ら
る
の
仰
す
は
'
そ
れ
自
身
敬
意
を
看
す
る
の
で
あ
る
か
ら
敬
語
を

重
ね
た
こ
と
に
な
る
ー
　
　
(
中
略
)
敬
語
は
こ
の
よ
う
に
郷
繁
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
と
敬
語
は
次
第
に
う
す
れ
て
更
に
別
の
敬
語
が
付
加
さ
れ
て
行

-
'
I
t
 
v
M
に
い
・
*
{
-
-
-
」
*
E
O
:
帆
_
 
＼
川
」
-
 
'
.
サ
,
蝣
ご
j
i
j
加
す
"
S
-
 
'
!
W
'
.
:
C
<
-
C
へ
'
s
r
i
i
忠
茨

「
国
語
発
迂
史
大
&
'
(
P
1
3
5
)
」
)

こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
る
と
へ
　
こ
の

「
い
」
の
独
立
性
が
い
よ
い
よ
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
.
こ
れ
に

よ
っ
て
'
環
在
こ
そ
他
の
譜
と
烈
し
固
定
し
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
'
文
末
詞

「
い
」
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、
撚
史
的
に
近
い
泊
去
に
お
い
て
考
え
ら
れ
得

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o
　
そ
れ
は
'
お
と
な
り
の
福
島
県
に
お
い
て
「
e
」
と

い
う
丁
寧
の
助
詞
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
時
'
一
層
明
確
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
o

蒔

k

J

e

:

こ
れ
は
栃
木
県
全
般
に
見
ら
れ
る
原
生
単
純
形
文
末
詞
で
あ
る
.
「
カ
」
と

い
う
文
末
詞
と
共
に
こ
の
「
カ
イ
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

○
オ
ズ
粛
T
　
ヨ
.
コ
パ
~
L
L
d
ズ
　
ノ
項
羽
　
カ
ィ
.

お
ば
さ
ん
よ
。
こ
の
水
飲
め
る
の
で
す
か
。
(
少
女
1
中
女
)

○
コ
可
　
刊
可
タ
ラ
　
イ
ツ
可
A
有
り
ン
カ
ィ
.

こ
れ
を
や
っ
だ
ら
行
っ
て
も
艮
い
の
で
す
か
。
(
少
女
I
,
中
男
)

〇
.
+
.
。
ト
　
ソ
L
 
l
L
・
、
、
i
　
ヶ
:
,
:
-
-
-
P
白
o

ち
ょ
っ
と
へ
そ
れ
を
出
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
(
中
勇
-
・
古
男
)

こ
れ
も
、
「
カ
」
よ
り
は
'
「
カ
イ
」
の
方
が
お
だ
や
か
で
丁
寧
な
言
い
方

と
な
る
。
話
手
と
聞
き
手
と
の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
最
初
の
例
と
次
の
例

は
'
少
女
か
ら
中
女
へ
中
男
へ
の
物
問
い
で
あ
り
'
最
後
の
例
は
'
中
男
か
ら

育
男
だ
が
物
を
た
の
む
時
に
用
い
ら
れ
て
お
り
い
ず
れ
も
も
の
や
わ
ら
か
な
丁

寧
な
言
い
方
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
「
イ
」
と
い
う
も
の
に
独
立

の
働
き
が
あ
る
よ
-
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
こ
の
「
カ
イ
」
か
ら
派

生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
「
ケ
」
が
あ
る
。

ケこ
れ
は
,
〔
k
a
i
〕
1
〔
k
e
‥
〕
-
・
〔
1
e
〕
と
い
-
村
有
同
化
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
ー

の
で
あ
っ
て
「
カ
イ
」
と
内
容
は
変
わ
ら
な
い
。
唯
へ
　
「
カ
イ
」
よ
り
は
も
っ

と
-
だ
け
た
言
い
方
で
は
あ
る
。

○
コ
~
N
　
引
　
ケ
o

こ
　
　
で
i
T
か
　
O
i
-
七
1
小
ォ
'
)

O
コ
n
,
v
i
　
千
　
一
十
㌔

こ
こ
に
巻
き
つ
け
る
の
で
す
か
。
(
子
男
-
・
中
男
)

○
蝣
・
'
;
・
-
i
i
　
ゥ
リ
　
引
リ
r
J

た
ま
に
は
来
ま
す
か
O
　
(
老
男
1
私
)

こ
の
よ
う
に
へ
親
し
い
言
い
方
の
中
に
も
相
手
を
う
や
ま
う
上
品
な
言
い
方

と
な
っ
て
い
る
.

-
1
f
-
i
f
'
-



こ
れ
は
'
断
定
の
助
動
詞
「
ダ
」
に
「
イ
」
が
　
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
栃
木
県
全
般
に
見
ら
れ
る
.

○
ソ
f
n
　
ミ
ギ
-
　
イ
グ
ン
ダ
ィ
。

そ
こ
を
右
へ
行
-
の
で
す
。
(
老
女
-
,
私
)

○
・
T
'
-
f
-
ツ
'
f
 
T
蝣
ノ
S
=
つ
1
.
O

牡
鵬
と
い
-
の
は
何
で
す
か
。
(
子
男
1
母
)

○
ソ
-
ナ
ン
ダ
ィ
。

そ
う
な
の
で
す
よ
。
(
老
男
1
私
)

こ
れ
ら
の
例
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
通
り
「
ダ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
'
非
常

に
硬
い
断
定
の
ひ
び
卓
が
こ
も
る
た
め
そ
れ
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
'
「
ダ

イ
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
-
。
事
実
へ
　
「
ダ
」
よ
り
は
'
　
「
ガ
イ
」
の
方

が
'
ひ
か
え
め
で
も
の
や
わ
ら
か
な
表
現
と
な
る
。

4

、

タ

イ

過
去
の
助
動
詞
「
タ
」
に
「
イ
」
が
つ
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
栃
木
県
全

体
に
行
な
わ
れ
る
。

○
*
J
-
ォ
-
,
ン
対
日
。

ど
う
し
ま
し
た
か
。
(
中
男
1
少
男
)

o

T

-

蝣

*

*

十

ソ

ヰ

ツ

タ

1

.

い
や
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
。
(
少
女
1
少
女
)

○
ノ
ッ
旬
月
.
.
F
チ
ャ
ッ
タ
イ
。

汽
軍
に
乗
り
は
ぐ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
(
育
男
-
,
臥
)

○
ジ
ュ
ー
ゴ
フ
ン
　
ハ
ヤ
ク
　
イ
ガ
サ
ッ
ク
ィ
。

思
い
の
他
へ
十
五
分
早
く
行
き
つ
き
ま
し
た
。
(
育
男
-
,
臥
)

こ
れ
は
'
む
し
ろ
、
平
易
な
親
愛
の
情
の
こ
も
っ
た
表
現
と
な
る
0

月
上
'
「
イ
」
に
着
目
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
の
例
を
見
て
戎
た
o
こ
れ
を
励●

一

き
の
上
か
ら
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
う
。

I
t
丁
寧
'
尊
敬
　
　
ナ
イ
'
'
サ
イ
'
セ
'
セ
イ
'
カ
イ
'
ケ
、
(
ダ
イ
)

2
'
期
愛
へ
平
易
　
　
ダ
イ
'
タ
イ

(
こ
の
他
、
管
野
先
生
の
お
手
紙
に
よ
る
と
福
島
県
で
は
'
ワ
イ
'
ゾ
エ
、
ゼ

イ
'
ネ
ィ
、
ネ
エ
な
ど
が
あ
る
と
い
-
。
栃
木
県
で
は
'
ワ
イ
な
ど
少
し
は
見

ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
)

Y

こ
れ
に
よ
っ
て
'
先
ず
'
栃
木
県
に
は
文
末
詞
「
い
」
と
　
い
う
も
の
・
A
あ

る
。
し
か
し
,
現
在
,
大
体
に
お
い
て
は
,
非
常
に
固
定
化
し
熟
し
た
形
で
他

の
語
と
結
合
し
別
の
文
末
詞
な
ど
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
が
'
「
い
」
本
来
の

意
味
、
用
法
は
、
別
の
吾
を
形
づ
-
っ
て
も
失
な
わ
れ
ず
そ
の
中
に
は
っ
き
り

と
残
っ
て
居
る
.
ま
た
へ
　
「
だ
い
」
や
「
た
い
」
の
よ
う
に
、
ま
だ
完
全
に
は

熟
し
q
 
E
^
J
U
'
t
^
-
丁
-
・
s
^
-
v
行
な
わ
れ
て
い
一
C
'
-
P
'
り
も
ま
ま
あ

る
。
そ
の
本
来
の
意
味
、
用
法
と
は
'
丁
寧
な
物
言
い
に
し
た
り
'
親
愛
の
情
の

こ
も
っ
た
言
い
方
に
し
た
り
'
断
定
的
な
き
つ
い
表
現
を
や
わ
ら
げ
'
も
の
や

わ
ら
か
な
表
現
に
し
た
り
'
気
や
す
い
平
易
な
表
現
に
し
た
り
す
る
働
き
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
文
末
詞
「
い
」
は
'
お
と
な
り
の
福
島
県
に
も
見
ら
れ
、
よ

り
変
化
し
な
い
原
形
の
姿
を
'
一
部
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
よ
う
な

結
論
が
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
O

汀
⊥

ヽ
l
-

次
に
t
　
で
は
'
「
い
」
と
い
う
文
末
詞
は
ど
の
よ
う
し
て
生
じ
た
か
が
問
題

に
な
る
。
先
の
例
で
'
「
ダ
イ
」
と
「
タ
イ
」
は
助
動
詞
に
つ
い
て
お
り
'

「
ダ
」
と
「
イ
」
へ
　
「
タ
」
と
「
イ
」
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
'

「
い
」
だ
け
で
は
ま
独
立
し
得
な
い
。
そ
こ
で
独
立
し
得
る
も
の
で
こ
の
「
イ
_

の
意
味
用
法
に
最
も
近
い
文
末
詞
は
何
か
と
考
え
る
と
'
単
純
惑
声
的
文
末
詞

422



の
「
T
n
」
で
あ
る
.
こ
れ
が
「
〆
」
や
「
タ
」
に
つ
い
て
悶
い
ら
れ
て
い
る
例

も
多
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

○
叫
~
ヨ
　
ツ
レ
テ
　
ィ
ッ
タ
ン
ダ
　
ヨ
〇

三
人
連
れ
て
行
っ
た
の
で
す
よ
。
(
老
女
1
私
)

○
引
ヤ
ノ
　
叫
ヨ
」
サ
リ
,
u
　
イ
ッ
タ
ン
ダ
　
ヨ
。

大
谷
の
観
音
様
に
行
っ
た
の
で
す
よ
。
(
老
女
1
私
)

○
ソ
月
刊
刊
　
ナ
利
可
刺
　
ク
ン
ネ
ー
ン
ダ
　
ヨ
　
刊
。

そ
れ
て
い
て
な
か
な
か
く
れ
な
い
の
で
す
よ
ね
え
。
(
少
女
1
少
女
)

○
ウ
マ
デ
　
ム
ギ
ツ
ミ
モ
　
シ
タ
　
ヨ
。

属
で
表
現
み
も
し
ま
し
た
よ
。
(
中
男
1
私
)

・

 

-

　

ォ

ー

ー

　

-

　

‥

・

・

　

、

　

=

　

つ

　

　

　

　

　

　

つ

∃
。

全
く
私
ら
苦
労
し
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
。
(
中
女
1
私
)

こ
れ
ら
例
に
見
る
「
ダ
T
n
L
　
「
タ
コ
」
は
'
先
の
「
ダ
イ
」
　
「
タ
イ
」
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
と
言
っ
て
艮
い
。
そ
の
時
の
調
子
で
ど
ち
ら
も
使
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
ダ
イ
」
　
「
タ
イ
」
の
ば
あ
い
は
明
ら
か
に
〔
d
a
j
o
〕
1
〔
d
a
j
〕
-
,

「
d
a
i
〕
.
〔
t
a
j
o
〕
1
〔
t
a
j
〕
1
U
a
i
〕
と
い
う
母
音
〔
o
〕
の
脱
落
に
よ
っ
て
生
じ
た

と
考
え
て
良
い
と
思
う
0
そ
れ
で
は
「
ヨ
」
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
て
他
の

「
ナ
イ
」
　
「
サ
イ
」
　
「
セ
イ
」
　
「
カ
イ
」
も
説
明
が
つ
-
か
ど
う
か
調
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
は
'
い
ず
れ
も
文
末
詞
に
つ
い
て
い
る
。

「
ダ
イ
」
　
「
タ
イ
」
の
場
合
は
助
動
詞
に
つ
い
て
い
た
O
し
か
も
、
「
ダ
イ
」

「
タ
イ
」
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
用
法
で
「
ダ
ヨ
」
　
「
ク
ヨ
」
が
現
に
行
な
わ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
へ
　
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
「
ナ
ヨ
」
　
「
サ
ヨ
」
　
「
セ
∋
」
　
「
カ

ヨ
」
と
い
う
形
は
現
在
全
-
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
金
田
一
先
生
の
御
返
事

に
あ
る
、
「
い
い
て
ん
き
だ
な
よ
.
」
　
「
中
々
暑
-
て
な
よ
o
　
」
と
い
-
言
い

方
も
な
い
。
も
っ
と
も
、

○
シ
‖
叫
列
　
キ
ナ
I
　
ヨ
　
ナ
I
。
　
　
　
　
　
　
　
　
J

一
人
で
采
な
さ
い
よ
ね
。
(
老
男
1
少
男
)

と
い
う
よ
う
な
例
が
見
え
る
が
、
こ
の
「
キ
ナ
T
n
」
に
お
け
る
「
ナ
」
は

「
『
す
る
』
　
『
な
す
』
の
特
殊
な
命
令
形
『
な
さ
い
』
が
補
助
動
詞
と
し
て
動

詞
の
逆
用
形
に
つ
い
た
(
広
辞
苑
)
」
　
形
の
つ
ゞ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
性

質
が
違
う
。
ま
た

○
ド
日
の
可
可
　
イ
刊
列
~
州
八
つ
テ
-
　
ノ
　
カ
　
ヨ
O

ど
-
し
て
も
い
や
だ
と
い
う
の
か
よ
。
(
育
男
-
,
中
男
)

と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
乙
が
,
こ
れ
で
は
,
丁
寧
や
尊
敬
ど
こ
ろ
か
相
手
を

お
ど
し
た
り
難
詰
し
た
り
す
る
口
調
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
見
て
来
る
と
、
ど
-
も
先
の
　
「
ダ
イ
」
　
「
タ
イ
」
に
お
け
る
「
イ
」

と
'
後
の
文
末
詞
に
つ
-
「
イ
」
と
は
性
質
か
違
-
の
で
は
な
い
か
と
も
思
ほ

れ
る
の
で
あ
る
.
前
者
が
助
動
詞
に
つ
き
へ
　
枝
者
が
文
末
詞
に
つ
く
。
後
者

の
ば
あ
い
は
熱
合
の
度
合
も
前
者
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
程
に
進
ん
で

・
い
る
O
　
へ
例
え
ば
サ
ィ
-
,
也
-
,
セ
イ
'
カ
イ
ー
ケ
と
い
う
具
合
に
)
熟
合
の
度

合
が
進
ん
で
い
る
と
い
-
こ
と
は
、
時
間
的
に
相
当
前
に
結
合
が
行
な
わ
れ
た

事
を
意
味
し
、
そ
の
相
当
前
に
お
い
て
は
「
ナ
ヨ
」
　
「
サ
T
n
L
　
「
セ
m
L
　
「
カ

T
n
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
の
表
現
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
も
あ
る
。
金

田
一
先
生
は
お
答
え
の
中
で
'
「
東
京
周
辺
の
人
の
方
言
の
さ
も
1
-
方
言

ら
し
い
浮
き
を
感
じ
さ
せ
る
語
気
に
『
そ
う
で
す
か
』
で
艮
い
と
こ
ろ
を
『
そ

う
で
す
か
よ
!
』
と
い
-
。
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
'
周
辺
と
い
う
の
は
ど
の

地
方
を
指
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
O
と
に
か
-
'
現
在
に
お
け
る
栃
木
県
方

言
の
資
料
か
ら
C
J
は
次
の
よ
う
な
結
論
し
か
く
だ
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
0

1
へ
　
「
ダ
イ
」
　
「
タ
イ
」
に
お
け
る
「
イ
」
は
'
単
純
感
声
的
文
末
詞
の
ヤ
行

423



文
末
詞
「
ヨ
」
が
、
母
音
〔
o
〕
の
脱
落
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
「
ダ
イ
」

「
タ
イ
」
と
「
ダ
ヨ
」
　
「
ク
コ
」
は
'
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
。

2
'
「
ナ
イ
」
　
「
サ
イ
」
　
「
セ
イ
」
　
「
カ
イ
」
に
お
け
る
「
イ
」
は
現
段
隅
に

お
け
る
資
料
で
は
「
ヨ
」
か
ら
生
じ
た
か
ど
う
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
l
i
z
.

上
。

(
昭
和
三
十
七
年
十
月
七
日
)

(
本
学
大
学
院
学
生
)




