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1
　
日
本
語
の
特
徴

の
　
文
法

日
本
語
の
特
徴
は
何
か
、
と
言
っ
た
場
合
に
、
い
ろ
い
ろ
な
答
え
が
出

る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
'
次
の
よ
う
な
こ
と
も
言
え
る
か
と
思

い
ま
す
。

こ
と
ば
の
中
心
と
な
り
ま
す
、
い
わ
ば
骨
組
が
文
法
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
文
法
構
造
の
中
で
も
中
心
を
な
し
ま
す
問
題
は
、
主
題
を
ど
う
と

ら
え
て
そ
れ
を
ど
う
展
開
し
て
い
-
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

題
目
と
そ
の
叙
述
、
言
い
か
え
ま
す
な
ら
ば
、
主
語
・
述
語
の
問
題
、
こ

れ
が
も
っ
と
も
中
心
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
主
題
の
立
て
方
、
主
語
の
設
け
方
に
つ
き
ま
し
て
、
日
本
語
は

一
つ
の
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
よ

く
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
主
語
が
省
略
さ
れ
ま
す
。
必
ず
し
も
「
何
が
」
と

い
う
こ
と
を
言
わ
な
-
て
も
'
日
本
語
は
話
が
と
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
イ
ン
下
,
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
言
語
と
比
較
い
た
し
ま

井

坐

す
な
ら
ば
、
は
っ
き
り
と
対
照
的
に
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
言
わ
な
く
て
も
す
む
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
か
ら
申
し
ま
す

と
、
主
題
の
立
て
方
を
あ
ま
り
や
か
ま
し
く
言
わ
な
い
、
つ
ま
り
主
題

に
さ
ほ
ど
拘
泥
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

明
治
以
来
'
日
本
語
の
主
語
に
'
い
わ
ゆ
る
紐
主
と
い
う
変
わ
っ
た
も

の
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
ぉ
り
ま
す
。
「
今
日
は
天
気
が
い
い
。
」
と
い

う
よ
う
に
、
一
つ
だ
け
の
主
語
で
は
な
く
て
、
主
語
の
よ
う
な
も
の
を

二
重
に
出
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
主
語
を
は
っ
き
り
と
打

ち
出
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
て
、
必
ず
し
も
初
め
か
ら
は
っ
き
り
さ

せ
な
い
で
、
大
体
の
と
こ
ろ
で
ま
ず
出
し
て
お
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
中

で
、
こ
こ
が
問
題
に
な
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
次
に
限
定
し
て
い
く
、

と
い
う
や
り
方
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
主
語
を
全
然
言
わ
な
い

の
と
逆
で
は
な
く
へ
む
し
ろ
裏
表
に
な
っ
て
、
相
通
ず
る
点
が
あ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
ふ
う
に
、
初
め
に
必
ず
し
も
「
何
が
」
と
い
う
こ
と
を
ほ

っ
J
き
り
さ
せ
な
い
で
、
出
凝
し
ま
す
か
ら
、
ひ
と
と
お
り
話
の
筋
を

通
す
た
め
に
は
、
あ
と
を
何
と
か
は
っ
き
り
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く



な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
述
部
に
重
心
が
か
か
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
い
わ
ば
、
叙
述
中
心
の
言
い
方
に
お
い
て
、
日
本

語
は
発
達
し
て
い
る
と
申
し
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
初
め
を
あ
ま
り

は
っ
き
り
さ
せ
な
い
で
、
あ
と
を
次
第
々
々
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く

行
き
方
で
あ
り
、
あ
と
の
方
に
重
点
が
お
か
れ
る
だ
け
に
'
形
の
上
に

お
き
ま
し
て
も
、
自
然
、
あ
と
へ
あ
と
へ
と
伸
び
て
行
く
と
い
う
性
格

を
も
二
し
ま
い
り
ま
す
。

最
も
日
本
的
な
表
現
を
と
り
ま
し
た
平
安
朝
の
も
の
に
つ
い
て
申
し

ま
す
と
、
非
常
に
長
い
、
次
へ
次
へ
と
伸
び
て
い
-
と
い
う
形
の
文
が

で
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
が
一
般
的
な
一
つ
の
表

現
形
式
で
あ
り
ま
す
。
一
方
で
は
ま
た
、
こ
れ
と
対
照
的
に
、
あ
と
へ

あ
と
へ
と
伸
び
な
い
、
一
つ
の
枠
を
き
め
て
、
そ
の
枠
の
中
で
表
現
す

る
方
法
が
で
き
て
い
る
の
で
し
て
、
和
歌
な
ど
の
韻
文
が
そ
れ
で
あ
り

ま
す
。
形
式
上
の
細
か
な
条
件
を
設
け
て
、
そ
の
制
約
の
中
で
表
現
す

る
方
法
も
発
達
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
先
に
申
し
ま
し
た
伸

び
る
表
現
の
逆
で
あ
り
ま
す
。
短
い
表
現
で
は
、
い
わ
ゆ
る
体
言
止
め

な
ど
が
現
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
主
題
に
中
心
を
お
い
た
も
の
で
、

叙
述
の
方
は
さ
て
お
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
表
現
の

し
か
た
は
、
や
が
て
俳
句
に
う
け
つ
が
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
O

た
と
え
ば
、

奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜

の
よ
う
な
、
体
言
だ
け
か
ら
で
き
て
い
る
句
も
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま

し
て
、
こ
こ
に
散
文
と
誤
文
と
の
対
立
が
見
て
と
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。さ

て
、
主
題
の
中
心
と
な
る
の
は
体
言
で
あ
り
'
叙
述
の
中
心
を
な

す
の
は
用
言
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
両
者
の
対
立
に
よ
っ
て
,
H
i
語
述

語
の
関
係
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
O
　
日
本
語
に
お
き
ま
し
て
は
'

前
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
般
的
に
言
う
な
ら
ば
、
双
述
部
に
重

心
が
か
か
り
、
従
っ
て
用
言
が
重
き
を
な
す
傾
向
が
強
い
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
と
関
連
が
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
日
本
語

の
形
容
詞
は
'
イ
ン
ド
・
ヨ
-
ロ
ッ
。
ハ
語
族
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
'
用
言

の
一
種
な
の
で
あ
り
ま
す
o
そ
の
形
容
詞
は
'
活
用
の
上
に
お
き
ま
し
て

は
二
桂
類
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
ク
活
用
と
シ
ー
ク
活
用
と
い

う
二
種
類
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
形
の
上
で
の
二
位
類
は
、
内
容

的
な
区
別
が
も
と
も
と
あ
っ
た
か
J
u
r
、
こ
う
い
う
二
組
類
が
で
き
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
う
れ
し
い
と
か
悲
し
い
と
か
の
我
々
の
気
持
ち
を

述
べ
る
も
の
に
シ
ク
活
用
が
あ
り
、
よ
い
と
か
悪
い
と
か
暑
い
と
か

寒
い
と
か
い
う
よ
う
な
状
態
を
述
べ
る
も
の
に
ク
活
用
が
あ
り
ま
す
。

古
く
こ
う
い
う
区
別
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
も
、
自
分
の
気
持
ち

を
述
べ
る
の
か
、
他
の
外
界
の
状
態
を
述
べ
る
の
か
~
そ
れ
を
区
別
す
る

所
と
と
も
に
'
冥
は
あ
い
ま
い
な
両
を
も
持
っ
て
お
り
ま
す
.
「
さ
び
し

い
」
と
~
言
っ
た
場
合
に
、
自
分
が
淋
し
い
と
思
う
だ
け
で
な
く

て
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
外
界
の
状
態
を
も
意
味

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
「
う
つ
く
し
」
　
「
う
る
は
し
」
と

い
う
こ
と
ば
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
も
と
は
、
愛
情
を
持
つ
、
と
申
し

ま
す
か
、
自
他
の
間
の
情
愛
関
係
を
意
味
し
て
お
っ
た
の
で
シ
ク
活
用



を
と
っ
て
い
ま
す
O
そ
れ
が
、
相
手
と
自
分
と
の
関
係
か
ら
、
相
手
が
小

さ
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
に
対
し
て
は
可
愛
ら
し
い
と
思
う
気

持
ち
を
持
ち
、
相
手
が
同
等
な
り
'
あ
る
い
は
む
し
ろ
相
手
が
上
で
あ
る

な
ら
ば
~
敬
愛
と
申
し
ま
す
か
'
む
し
ろ
専
敬
的
な
気
持
ち
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
友
愛
と
い
っ
て
い
い
よ
う
な
状
態
か
ら
ー
そ
う
い
う

気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
状
態
を
意
味
す
る
方
へ
変
わ
っ
て
行
き

ま
し
た
。

後
世
に
お
き
ま
し
て
は
、
必
ず
し
も
そ
の
区
別
が
明
ら
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
自
他
の
対
立
と
い
う
こ
と
を
こ
の
形
容
詞

の
中
に
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
い
わ
ば
対

立
し
た
も
の
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
、
と
い
う
点
に
形
容
詞
が
用
言
の
一

種
で
あ
り
'
動
詞
に
通
ず
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

動
詞
の
中
に
も
、
一
つ
の
対
立
的
な
も
の
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
形
の
上
に
お
き
ま
し
て
、
動
詞
の
活
用
の
柾
類
は
、
い
わ
ゆ
る

文
語
文
法
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
や
つ
か
い
な
も
の
に
な
っ
て

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
結
局
は
、
二
つ
の
活
用
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
こ
に
対
立
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
　
　
　
　
　
　
の
五
つ
の
母
音
が
あ
り
ま
す
う
ち
で
、

ォ
・
(
u
サ
ー
・
3
の
四
つ
を
使
う
の
で
柑
段
活
用
と
申
し
て
い
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
母
音
の
変
化
に
よ
っ
て
活
用
を
示
す
や
り
方
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
t
T
J
し
て
は
、
-
と
か
e
と
か
い
う
ふ
う
な
ロ
の
閃
き
の
比

較
的
小
さ
な
母
音
を
使
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
ル
と
か
レ
と
か
い
う
苦
節

を
添
え
る
方
式
の
一
段
活
用
が
あ
り
ま
す
.
四
段
活
用
の
方
は
t
n
と
い

う
大
き
-
開
く
母
音
を
含
ん
で
お

り
ま
す
が
、
い
ま
一
方
の
い
わ
ゆ
る

1
L
段
活
用
は
、
…
と
か
e
と
か
い
う

狭
い
母
晋
が
中
心
で
、
そ
れ
に
ル
と

か
レ
と
か
い
う
苦
節
を
添
え
る
方
式

で
あ
り
ま
す
。

日
本
語
の
発
音
の
う
ち
で
も
東
も
不
安
定
な
、
あ
る
い
は
ー
あ
い
ま
い

な
発
音
が
ラ
行
の
発
音
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ル
と
か
レ
と
か
い
う
音
節

A
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ま
す
o
そ
こ
で
、
一
段
活
用
を
い
わ
ゆ
る
弱
変
化
と
申
し
ま
す
な
ら
ば
・

s
A
J
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
、
最
も
ロ
の
開
き
の
大
き
い
母
菅
を
含
む

点
か
ら
、
四
段
活
用
は
強
変
化
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
二
つ
の
原
邦
が
日
本
語
に
お
い
て
は
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
原
畔
と
し
て
は
対
立
し
て
お
り
ま
す
が
~
実
際
に
は
~
そ
れ
が
お
互

い
に
か
ら
み
あ
っ
て
、
両
方
に
わ
た
る
も
の
が
そ
の
間
に
は
さ
ま
u
J

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
段
活
用
に
近
い
も
の
で
す
と
、
…
か
e
か
と
今
7
つ
の
母
音
を
含

み
な
が
ら
~
ル
・
レ
を
と
る
と
い
う
段
階
が
あ
り
ま
す
。
二
段
活
用
が

そ
れ
で
し
て
も
そ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
…
と
u
t
あ
る
い
は
e
せ
u

と
い
う
よ
う
に
、
前
の
方
の
母
音
…
・
e
だ
け
で
な
-
て
、
彼
の
方
の

母
音
u
が
関
係
し
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
へ
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し

て
も
狭
い
母
音
の
範
囲
内
は
出
な
い
。
そ
の
狭
い
母
音
の
範
囲
内
で
前

後
に
わ
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も
そ
れ
に
ル
・
レ
を
添
え
ま
す
。

…
・
u
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
上
二
段
、
e
・
u
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
下



二
段
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
弱
変
化
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

さ
ら
に
、
そ
う
い
う
弱
い
の
と
強
い
の
と
の
中
間
ど
こ
ろ
に
な
り
ま

す
と
、
母
音
の
変
化
が
三
つ
に
ま
で
ふ
く
ら
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

-
.
・
<
D
・
3
の
三
つ
に
ま
た
が
り
、
し
か
も
ル
・
レ
を
と
る
三
段
の
活

用
と
い
た
し
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
サ
行
変
格
活
用
が
あ
り
ま
す
。
サ
行

変
格
の
動
詞
「
す
」
と
い
う
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
強
弱
両
方
に
ま

た
が
っ
て
い
ま
す
O
し
か
し
、
ま
だ
、
い
わ
ゆ
る
強
変
化
に
属
す
る
a

の
広
母
音
を
ふ
く
む
所
に
ま
で
は
及
ば
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
一
つ
の
三
段
活
用
に
属
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
力
行
変
格
活
用
と
い
わ
れ
る
「
采
(
く
〕
」
が
あ
り
ま
す
。
「
来
」

に
な
り
ま
す
と
、
他
の
動
詞
に
は
な
い
一
つ
の
変
わ
っ
た
も
の
と
い
た

し
ま
し
て
、
O
の
母
音
を
含
ん
だ
形
が
現
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
未

然
形
に
「
こ
」
.
と
い
う
形
が
現
わ
れ
る
点
に
お
き
ま
し
て
、
他
に
類
の

な
い
特
殊
な
活
用
形
式
に
な
り
ま
す
が
、
活
用
は
、
コ
・
キ
・
ク
と
い

う
範
囲
に
わ
た
り
ま
す
。
サ
変
の
-
.
3
　
　
に
比
べ
ま
し
て
、
カ
変

の
方
は
-
1
に
近
い
O
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
申
し
ま
す

J
J
、
弱
変
化
よ
り
は
強
変
化
の
方
へ
か
た
よ
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

「
来
」
と
い
う
動
詞
が
そ
う
い
う
特
殊
な
活
用
を
持
っ
て
い
る
の
に
対

し
ま
し
て
は
、
「
鮮
ぬ
」
と
か
「
死
ぬ
」
と
か
も
ま
た
変
わ
っ
た
も
の

で
、
い
わ
ゆ
る
ナ
行
変
格
活
用
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
o

こ
の
「
往
ぬ
」
　
「
死
ぬ
」
と
な
り
ま
す
と
、
　
　
　
.
-
.
3
と
い
う

四
段
の
母
音
を
と
る
こ
と
と
、
ル
・
レ
と
い
う
苦
節
を
と
る
こ
と
と
両

方
を
や
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
弘
変
化
と
弱
変
化
と
の
両
方

右
あ
わ
せ
兼
ね
て
い
る
の
が
「
往
ぬ
」
　
「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。「

来
」
と
か
「
往
ぬ
」
　
「
死
ぬ
」
と
か
い
う
こ
と
ば
が
、
こ
う
い
う

特
殊
な
活
用
形
式
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
古
代
の
人
の
1
つ
の
も

の
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

い
ま
一
つ
、
四
段
活
用
の
方
に
近
い
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
い
わ

ゆ
る
ラ
行
変
格
活
用
「
あ
り
、
を
り
、
侍
り
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り

ま
す
o
　
こ
れ
に
な
り
ま
す
と
I
　
.
-
.
3
　
　
と
'
o
以
外
の
四
つ
の

母
音
が
含
ま
れ
、
そ
う
い
う
母
音
の
変
化
に
よ
る
活
用
で
あ
り
な
が

ら
、
た
だ
、
終
止
形
が
1
股
の
動
詞
と
は
違
い
ま
す
。
動
詞
と
形
容
詞

の
活
用
の
違
い
を
見
分
け
る
の
に
一
番
の
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
の

は
、
終
止
形
が
…
母
音
に
終
る
か
t
u
母
音
に
終
わ
る
か
で
あ
り
、
動
詞

で
あ
る
と
u
に
終
わ
り
'
形
容
詞
で
あ
る
と
-
に
終
わ
る
の
で
あ
り
ま

す
o
け
れ
ど
も
「
あ
り
」
と
い
う
こ
と
ば
だ
け
は
、
形
容
詞
の
終
止
形
と

町
じ
く
、
…
母
音
に
終
わ
る
「
あ
り
」
と
い
う
終
止
形
を
持
ち
な
が

ら
、
動
詞
の
中
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。
「
無
し
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
形

容
詞
の
中
に
は
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
「
あ
り
」
の
方
は
、
形
容
詞
の

形
と
坐
-
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
終
止
形
が
-
母
音
に
終

わ
る
と
い
う
、
形
容
詞
と
共
通
し
た
、
一
つ
の
特
徴
を
そ
な
え
な
が

ら
、
動
詞
の
中
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
表
わ

す
こ
と
ば
が
動
詞
の
中
に
は
い
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
形
容
詞
的
な
一
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つ
の
形
態
上
の
特
徴
は
そ
の
ま
ま
に
持
っ
て
い
ま
す
.

こ
の
こ
と
か
ら
'
日
本
人
が
'
い
わ
ゆ
る
動
詞
・
形
容
詞
を
ひ
っ
く
る

め
る
と
い
う
時
に
、
ど
こ
に
そ
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
か
と
い
う
と
'

「
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
そ
れ
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
形
容
詞
は
、
単
独
に
は
動
詞
と
同
じ
だ
け
の
働
き
を
い
た
し

ま
せ
ん
か
ら
'
用
言
と
し
て
の
働
き
を
今
っ
せ
ん
が
た
め
に
は
、
「
あ
り
」

と
い
う
こ
と
ば
の
力
を
借
り
て
、
そ
れ
を
1
つ
の
補
助
手
段
せ
い
た
し

ま
し
て
、
用
言
と
し
て
動
詞
な
み
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
こ
に
用
言
全
体
を
代
表
す
る
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
日
本

.
<
は
「
存
在
す
る
」
こ
と
を
表
わ
す
と
こ
ろ
の
「
あ
り
」
と
い
う
こ
と

ば
を
見
て
い
た
と
考
え
て
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

動
作
を
表
わ
す
意
味
を
代
表
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
サ
変
の
「
す
」
で

あ
っ
て
母
音
が
三
つ
変
わ
り
、
そ
し
て
ル
・
レ
を
添
え
る
と
い
う
強
弱
両

方
を
か
ね
て
い
ま
す
.
強
弱
両
種
の
活
用
形
式
を
全
部
そ
の
ま
ま
ひ
っ

く
る
め
た
「
死
ぬ
」
「
往
ぬ
」
の
よ
う
な
特
殊
な
も
の
は
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
や
は
り
サ
変
の
「
す
」

が
動
作
を
代
表
す
る
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
国
学
者
で
、
十
八
世
紀
に
非
常
に
す
ぐ
れ
た
見
解
を
示

七
ち
ゐ

し
ま
し
た
富
士
谷
成
茸
は
、
こ
の
活
用
と
い
う
こ
と
を
「
立
居
」
と
い

う
こ
と
ば
で
表
わ
し
て
い
ま
す
。

「
立
つ
」
と
い
う
の
は
、
あ
の
初
段
の
活
用
を
す
る
と
こ
ろ
の
「
立

つ
」
で
あ
り
ま
す
し
、
「
ゐ
る
」
と
い
う
の
は
、
1
段
に
活
用
す
る

「
ゐ
る
」
で
あ
り
ま
す
.
立
っ
た
り
す
わ
っ
た
り
と
い
う
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
四
段
と
1
段
の
対
立
と
い
う
こ
と
を
、
成
茸
は
と
ら
え
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
の
ル
・
レ
と
い
う
録
の
も
の
は
、

;
;
i
*

こ
れ
を
「
磨
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
立
っ
た
り
す
わ
っ
た
り
す
る
の
に

対
し
ま
し
て
、
少
も
身
体
を
他
の
方
向
へ
ま
げ
る
よ
う
な
形
の
も
の
が

ル
・
レ
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
「
厩
」
の
あ
り
な
し
で
活
用
の
種
類
を
分
け
ま
し
挺
。

そ
の
立
つ
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
t
 
a
の
段
階
が

立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
u
が
す
わ
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
し
て
、

す
わ
っ
て
い
る
の
が
基
準
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
動
詞
に
お
き
ま

し
て
は
、
そ
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
形
と
し
て
の
終
止
形
が
ゥ
に
落
ち

つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
1
番
も
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
次
第
に

お
き
あ
が
っ
て
い
っ
て
-
と
な
り
、
最
も
立
ち
あ
が
っ
た
状
態
が
a
な

の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
四
段
活
用
で
、
a
の
母
音
が
使
わ
れ
ま
す
の
は
、
い
わ

ゆ
る
未
然
形
で
あ
り
ま
す
。
動
作
が
実
現
に
最
も
縁
遠
い
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
全
然
共
現
さ
れ
な
い
か
、
実
現
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
わ
か

ら
な
い
と
い
う
の
が
、
未
然
形
の
表
わ
す
意
味
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
考
え
方
は
＼
　
「
立
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
じ
っ
と
し
て
い
る

の
か
ら
動
作
を
起
こ
す
こ
と
に
使
う
の
で
あ
り
ま
す
。
外
国
の
こ
と
ば

で
あ
り
ま
す
と
、
む
し
ろ
、
動
作
し
て
い
る
の
が
立
ち
ど
ま
る
場
合
に

も
「
立
つ
」
と
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
は
逆

で
あ
り
ま
す
。



以
上
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
二
兎
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
結

び
つ
け
調
和
を
と
る
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
ど
う
か
す
る
と
、
消
極
的

な
方
向
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
-
.
疏
1
さ
れ
る
方
向
が
積
極
的
な
両
に

向
か
う
の
で
は
な
く
て
、
消
極
的
な
方
へ
行
-
。
そ
こ
に
中
心
が
移
る
。

そ
う
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
一
つ
の
日
本
語
の
大
き
な
特
色
と
み
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

よ
く
日
本
語
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
ま
す
の
は
、
敬
譲
表
現
が
非

常
に
発
達
し
て
い
る
ー
尊
敬
の
言
い
方
が
非
常
に
豊
富
で
あ
る
'
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
敬
譲
表
現
と
い
う
の
は
、
結
局
'
直
接
的
な
言
い
方

を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
す
。
ど
う
し
て
間
接
的
に
'
う
ち

わ
に
、
あ
る
い
は
お
ぼ
ろ
げ
に
ぼ
ん
や
り
と
言
う
か
と
い
う
こ
と
が
敬

譲
表
現
の
手
段
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
敬
譲
表
現
は
、
時
代
と
と
も
に

新
し
い
言
い
方
を
次
々
と
工
夫
し
て
い
ま
す
の
で
、
非
常
に
変
化
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
、
昔
か
ら
今
に
い
た
る
ま
で
変
わ
り
の
な
い

~
の
が
、
ル
‥
フ
ル
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
へ
受
身
を

表
わ
す
助
動
詞
が
尊
敬
の
表
現
に
も
使
わ
れ
ま
し
て
、
い
つ
ま
で
も
変

わ
り
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
直
接
的
な
言
い
方
が
盗
準
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
間
接
的
に
お
ぼ
ろ
げ
に
言
う
こ
と
、
明
確
に

で
は
な
く
て
ぼ
ん
や
り
と
ぼ
か
す
よ
う
に
言
う
こ
と
が
、
日
本
語
の
表

現
と
し
て
尊
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
の
大
き
な
特
色
が
見
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
日
本
語
の
特
徴
は
ー
文
政
的
な
面
か
ら
見
ま
し
て
、
こ
う
い
う

対
潅
す
る
河
が
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
統
1
し
、
調
和
を
と
る
の
に

特
定
の
方
向
が
且
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

」
j
 
t
:
i
-
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文
法
を
骨
組
と
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
肉
づ
け
、
あ
る
い
は
も
っ
と

表
所
の
姿
に
も
た
と
え
ら
れ
て
い
い
も
の
は
、
発
音
の
こ
と
だ
と
思
い

VM.-発
音
の
い
わ
ゆ
る
普
損
的
な
両
で
、
日
本
語
の
〓
ノ
の
特
色
は
、
苦

節
が
開
音
節
で
あ
っ
て
子
音
と
母
音
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

予
告
と
母
音
の
結
び
つ
き
と
い
う
も
の
が
単
位
に
な
っ
て
い
て
、
こ
う

い
う
結
合
を
し
た
状
態
の
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
日
本
語
の
発
雷
の
も
と

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
開
苦
節
構
造
が
、
き
び
し
く
日
本
語
の
発
音
の
上
で
行
な

わ
れ
ま
し
た
の
は
苗
代
で
あ
け
ま
し
て
'
平
安
朝
以
後
に
お
き
ま
し
て

は
、
多
少
そ
こ
に
融
通
が
き
く
よ
う
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
い
わ
.

ば
、
原
則
が
多
少
ゆ
る
ん
で
き
た
と
い
う
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

が
例
の
音
便
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

音
便
に
は
、
イ
音
便
・
中
富
便
と
い
わ
れ
る
湖
の
も
の
と
'
機
音

便
・
促
普
便
と
い
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
り
、
初
め
の
二
つ
と
あ
と
の
二

つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
似
通
っ
た
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
イ

音
便
・
ウ
普
便
と
い
う
の
は
、
開
音
節
は
子
吉
と
母
晋
が
結
び
つ
い

て
お
る
の
が
本
来
の
形
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
~
そ
の
子
吉
を
落
と
し
~
そ



し
て
母
音
だ
け
が
独
立
し
て
音
節
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
-
る
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
ず
-
と
か
u
と
か
い
う
母
音
が
と
り
残
さ
れ
ま
し
て
子
音

が
落
ち
る
。
そ
う
い
う
の
が
イ
音
便
で
あ
り
、
ウ
音
便
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
ま
し
て
援
ね
る
と
か
つ
ま
る
と
か
い
う
の
は
、
日
本
語
本

来
の
発
音
に
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
一
つ
の
音
節
の
価
値

を
持
っ
て
使
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
o
す
な
わ
ち
、
普
損
と
し
て
は
成

立
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
奈
良
朝
ま
で
の
音
韻
と
し
て

ほ
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
'
平
安
朝
に
な
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
の

で
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
こ
う
い
う
も
の
が
現
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し

て
は
へ
　
い
ろ
い
ろ
の
説
明
が
あ
り
ま
す
が
、
支
那
語
の
発
音
の
影
響
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
へ
　
こ
れ
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
支
那
語
の
場
合
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
日
本
語
の
よ
う
な

の
と
は
違
い
ま
し
て
、
音
節
の
構
造
が
も
う
少
し
板
雑
で
あ
り
ま
す
。

子
音
に
母
音
が
つ
い
た
上
に
'
-
と
か
u
と
か
い
う
よ
う
な
母
音
が
さ

ら
に
く
っ
つ
く
も
の
も
あ
り
ま
す
し
、
ま
た
、
三
内
音
c
s

n
 
g
)
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
も
さ
ら
に
入
声
の
P
-
i
.
j
-
>
・
-
2
4
で
表
わ

さ
れ
る
よ
う
な
特
妹
な
子
音
も
持
っ
て
い
ま
す
。
 
'
こ
う
い
う
ふ
う
な
支

い
/
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が
生
じ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
説
明
も
な
さ
一
れ
て
お
り
ま
す

が
、
確
か
に
結
果
か
ら
E
・
し
ま
す
と
'
似
通
っ
た
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い

ま
し
た
。

普
便
発
生
の
封
由
な
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
な
り
は
'
ど
の
よ
う
で
あ
っ

た
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
さ
て
'
な
せ
、
こ
う
い
う
発
音
が
日
本

語
で
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
平

管
朝
に
お
き
ま
し
て
は
'
音
便
を
取
ら
な
い
言
い
方
.
r
書
き
て
」
の
よ
う

な
も
と
の
言
い
方
は
、
そ
れ
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
発
音
上
の

便
宜
か
ら
す
る
特
殊
な
発
音
と
し
て
'
「
書
い
て
」
の
よ
う
な
音
便
形
が

存
在
し
て
い
ま
心
た
。
し
た
が
っ
て
音
便
を
と
る
と
い
っ
た
場
合
に
は
、

い
わ
ゆ
る
音
声
上
の
価
値
と
い
う
も
の
が
、
表
現
効
果
あ
る
い
は
意
図

と
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
し
て
'
イ
音
便
・
ウ
音

便
と
い
う
の
は
、
平
安
朝
の
い
わ
ゆ
る
か
な
物
語
・
小
説
知
な
ど
の
上

に
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宮
廷
を
中
心
と
い
た
し
ま
す
公
家
の
社
会
の
こ
と
ば
の
上
に
お
い

て
'
こ
う
い
う
発
音
が
出
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
k
と
か
1

と
か
い
う
ふ
う
な
も
の
で
、
漢
語
の
入
声
晋
の
t
は
、
破
裂
音
に
な
り

ま
せ
ん
の
で
別
で
す
が
、
日
本
語
で
破
裂
音
、
い
わ
ゆ
る
破
障
音
に
発

音
さ
れ
る
の
も
の
、
あ
る
い
は
摩
擦
音
の
～
な
ど
、
子
音
の
耳
に
立
つ

よ
う
な
、
耳
に
強
い
響
き
を
阜
え
る
も
の
は
落
と
し
へ
そ
れ
を
発
音
し

な
い
で
'
そ
し
て
へ
　
母
音
と
い
た
し
ま
し
て
、
狭
い
で
す
け
れ
ど
も
非

常
に
美
し
い
音
色
を
持
っ
た
-
・
u
と
い
う
母
音
だ
け
を
そ
こ
に
残
す

の
で
す
。
こ
れ
は
、
平
安
朝
の
人
の
求
め
て
い
た
美
し
い
発
音
と
い
う
も

の
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
イ
音
便
・
ウ
音
便
が
'
平
安

朝
の
物
語
・
小
説
類
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。平

安
朝
に
お
き
ま
し
て
も
、
坊
さ
ん
や
儒
者
が
支
部
の
も
の
を
訓
読



い
た
し
ま
し
た
も
の
の
中
に
は
、
イ
音
便
・
ウ
音
便
だ
け
で
は
な
く
機

雷
僻
や
促
音
便
も
現
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
外
国
語

を
学
習
す
る
両
か
ら
離
れ
て
、
日
本
語
一
般
の
世
界
で
見
た
な
ら
ば
、

イ
音
便
・
ウ
音
便
だ
け
が
、
あ
る
い
は
特
に
'
イ
苦
便
・
ウ
音
便
が
一
般
化

し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
援
普
便
・
促
音
便
は
、
む
し
ろ
武
家
の
時

代
に
な
り
ま
し
て
、
強
い
表
現
、
強
い
邦
書
の
要
求
さ
れ
る
錯
倉
時
代

に
な
っ
て
、
始
め
て
い
ろ
い
ろ
の
日
本
の
文
献
の
上
に
現
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
美
し
さ
を
求
め
る
時
代
に
お
き
ま
し
て
、
イ
音
便

と
ウ
音
便
と
が
1
股
化
し
'
強
さ
を
求
め
る
時
代
に
な
り
ま
し
て
機
ね

る
普
と
か
、
つ
ま
る
普
と
か
が
多
-
現
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

っ
ま
る
と
い
う
の
は
、
息
の
通
路
の
、
あ
る
肝
を
ふ
さ
い
だ
り
狭
め
た

り
し
て
、
そ
の
状
態
を
普
通
よ
り
ほ
長
-
す
る
こ
と
、
子
音
の
つ
く
ら

れ
る
嚢
中
で
邪
臆
す
る
こ
と
が
1
回
強
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

っ
ま
る
の
は
無
声
晋
の
場
合
で
す
し
、
有
声
音
に
邪
魔
を
し
た
場
合
に

は
、
は
ね
る
苦
便
と
な
り
ま
す
。
昏
な
り
舌
の
先
な
り
を
閉
じ
て
お
い

て
'
有
声
音
を
鼻
か
ら
出
す
の
で
す
。
結
局
、
口
で
通
り
道
を
ふ
さ

ぐ
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
つ
ま
る
昔
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
イ
音
便
、
ウ
音
便
は
'
邪
魔
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
は
除
い
て
し

ま
っ
て
、
母
音
の
普
色
の
い
い
も
の
だ
け
を
っ
ち
出
し
ま
す
。
他
方
は
、

そ
う
い
う
母
音
的
な
も
の
は
姿
を
消
し
ま
し
て
、
子
音
に
よ
っ
て
強
さ

を
う
ち
出
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
邪
魔
を
強
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
発
音
上
の
努
力
を
1
屈
強
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、

い
わ
ゆ
る
強
さ
'
強
い
表
現
と
つ
な
が
る
と
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。も

と
も
と
子
音
と
母
音
が
仲
よ
-
-
っ
つ
い
て
7
緒
に
な
っ
た
状
態

が
基
本
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
必
要
に
応
じ
て

は
、
特
に
美
し
さ
を
求
め
る
な
ら
ば
母
音
的
な
性
格
を
強
く
う
ち
出

し
、
強
さ
を
特
に
衷
め
る
な
ら
ば
子
音
的
な
性
格
を
強
く
う
ち
出
す
の

で
あ
り
ま
す
。

時
代
的
に
見
ま
す
な
ら
ば
へ
公
家
の
時
代
に
は
、
母
晋
的
な
も
の
を

求
め
、
武
家
の
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
子
音
的
な
も
の
を
求
め
る
、
と

い
う
対
立
の
婆
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
今
日
地
域
的
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
東
西
両
方
言
の
対
立
に

見
ら
れ
ま
す
。
母
音
的
な
美
し
い
両
を
持
っ
て
い
る
の
が
関
西
方
言
の

特
色
で
あ
り
、
子
音
的
な
庸
ざ
れ
の
い
い
発
音
を
い
た
し
ま
す
の
が
関

東
方
言
の
特
色
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
日
本
語
は
古

今
を
通
じ
て
東
西
両
方
言
の
対
立
と
い
う
姿
に
お
い
て
存
在
す
る
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
、
相
対
立
す
る
二
兎
的
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ

が
統
一
さ
れ
'
あ
る
い
は
調
和
を
保
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
の
1

っ
の
特
色
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
う
い
う
見
方
が
で
き
る
か

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
1
つ
の
見
方
は
'
必
ず
し
も
学
術
的
に
十
分
研
究

し
っ
く
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
ん
と
う
に
学
問
的
に
純
粋

な
研
究
を
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
へ
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
は
そ
う



簡
単
に
言
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
く
L
は
、
従
来
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
教
場
で
学
生
諸
君
に
話
し

た
り
、
あ
る
い
は
外
で
は
学
校
の
先
生
方
の
堅
T
6
り
で
話
し
た
4
し
て

は
ま
い
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
わ
た
-
し
白
身
が
い
わ
ゆ
る
学
術

論
文
と
し
て
書
き
あ
げ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
こ
う

い
う
見
方
は
、
純
粋
な
学
術
研
究
の
結
果
で
あ
る
と
は
少
な
く
と
も
現

実
に
お
い
て
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
見
方
も
で
き

る
け
れ
ど
、
こ
れ
は
ま
だ
、
い
わ
ば
広
い
意
味
で
の
教
育
的
立
場
で
、

言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

教
育
と
な
り
ま
す
と
、
あ
る

て
い
ま
す
。

つ
の
目
標
を
設
定
い
た
し
ま
し
て
、

そ
こ
へ
導
い
て
い
こ
う
と
い
た
し
ま
す
。
学
問
に
お
き
ま
し
て
は
、
目

標
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
簡
単
に
見
つ
か
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

教
育
の
場
合
は
、
あ
る
程
度
仮
説
的
で
も
い
い
か
ら
、
こ
う
あ
っ
て
欲

し
い
と
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
一
つ
の
目
標
を
立
て
ま
す
。

今
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
も
、
わ
た
く
L
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

は
ま
だ
教
育
的
な
立
場
で
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
に
止
ま
り
ま
す
。
結
局
、
こ
れ
は
ま
だ
わ
た
く
L
が
、
わ
た
く
し

な
り
に
受
け
と
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ほ
ん
と
う
に
ー
日
本
語
そ
の
も

の
が
、
そ
の
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
わ
た
く
L
と
い
う

者
が
、
1
応
こ
う
い
う
見
方
を
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
o
そ
れ

は
、
わ
た
く
し
自
身
を
教
育
す
る
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
広
い
意

味
で
の
教
育
的
な
立
場
と
申
し
ま
し
た
の
は
十
こ
う
い
う
意
味
で
あ
り

ま
す
。お

お
げ
さ
な
言
い
方
を
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
今
日
の
わ
た
く
し
自

身
が
持
っ
て
い
ま
す
人
生
観
が
こ
う
い
う
と
ら
え
方
を
さ
せ
て
い
る
の

だ
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
へ
こ
う
い
う
ふ
う
な
見
方

を
い
た
し
ま
す
に
つ
き
ま
し
て
は
、
わ
た
-
し
か
キ
リ
シ
タ
ン
の
日
本

語
研
究
を
見
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
導
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

二
　
キ
リ
シ
タ
ン
の
日
本
語
耐
究

m
　
文
字

日
本
に
初
め
て
キ
リ
ス
・
L
教
を
伝
え
ま
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
シ
ャ

ビ
ニ
ル
(
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
X
t
i
v
i
e
r
)
は
、
日
本
に
ま
い
り
ま
す
前
か
ら
、

い
っ
た
い
日
本
の
宗
教
書
は
ど
う
い
う
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
か
と
い

ヽ

う
こ
と
に
、
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
や
っ
て
ま
い

り
ま
し
て
、
実
際
に
見
て
み
ま
す
と
い
う
と
、
そ
れ
は
支
部
か
ら
伝
わ

っ
た
文
字
で
あ
り
、
漢
字
で
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
漢
字
に
は
、
ロ
ー
マ
字
な
ど
で
は
考
え
ら
れ
な
い

二
通
り
の
読
み
方
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
支
部
本
采
の
発
音
に

些
つ
い
て
い
る
も
の
と
、
日
本
人
が
そ
の
意
味
を
繍
訳
し
て
い
る
も

の
、
「
普
」
と
「
訓
」
と
い
う
二
通
り
の
読
み
方
で
あ
り
ま
す
。
当
時

の
こ
と
ば
で
は
、
そ
の
昔
を
「
こ
え
」
と
言
い
'
訓
を
「
よ
み
」
と
日

本
人
が
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。



同
じ
文
字
に
「
こ
え
」
と
「
よ
み
」
と
い
う
二
通
り
の
発
音
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
初
め
て
こ
れ
に
接
し
た
外
国
人
に
は
非
常
に
不
思
議
に

思
わ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
シ
ャ
ビ
ニ
ル
は
、
同
じ
文
字
で
書
い
て
支
部

人
に
も
理
解
さ
れ
る
し
、
日
本
人
に
も
理
解
さ
れ
る
。
し
か
も
日
本
人

は
文
化
の
上
に
お
き
ま
し
て
支
那
を
畏
拝
し
て
い
る
。
だ
か
ら
キ
リ
ス

p
L
教
の
書
物
を
、
支
部
語
で
書
い
て
支
那
人
に
与
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
日
本
の
知
識
階
級
に
も
苔
ん
で
迎
え
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
に
布
教
す
る
に
は
ー
支
部
と
い
う
根
涼
を
お
さ
え

た
が
い
い
、
と
い
う
ふ
う
な
布
教
手
段
の
大
き
な
方
法
論
に
ま
で
発
展

し
た
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

来
朝
の
初
め
に
、
富
と
訓
と
の
二
組
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
た
め
に
、
シ
ャ
ピ
エ
ル
の
あ
と
を
継
い
で
、
日
本
の
キ
リ
ス

・
L
教
の
伝
導
に
あ
た
り
ま
し
た
ヤ
ソ
会
の
宣
教
師
た
ち
は
、
日
本
に
お

け
る
洪
字
に
音
訓
の
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
重
要
視
い
た
し

-
;
・
'
>
し
た
'

印
刷
機
械
を
と
り
入
れ
ま
し
て
、
外
国
か
ら
来
た
:
克
教
師
が
日
本
の

文
字
を
知
る
た
め
の
漢
字
の
辞
書
を
編
竃
い
た
し
ま
す
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
辞
書
に
「
落
葉
集
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
て
い
ま
す
o
落
葉
を
拾

い
須
め
た
と
い
う
、
や
や
謙
遜
し
た
名
前
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
'
実
は

な
か
な
か
落
莫
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
日
本
人
の
福
敬
し
て
使
っ
て
お

り
ま
し
た
辞
書
な
ど
よ
り
は
、
ず
っ
と
多
く
の
言
葉
数
を
熱
め
て
お
り

i
r
-
J
.
↓
,
0

日
本
に
は
、
そ
の
こ
ろ
「
節
用
班
」
と
い
う
の
が
い
ろ
い
ろ
と
あ
り

ま
し
て
、
大
い
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
節
用

集
」
の
中
に
は
、
言
梨
を
並
べ
る
の
に
富
と
訓
と
で
区
別
し
た
よ
う

な
、
そ
う
い
う
や
り
方
を
し
た
も
の
も
部
分
的
に
は
あ
り
ま
す
。
け
れ

ど
も
全
体
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
普
・
訓
の
区
別
を
い
た
し
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
外
国
人
の
手
に
よ
っ
て
で
き
た
「
落
梨
央
」
で
は
、
苦

で
漢
字
を
求
め
て
い
-
の
が
「
落
葉
集
」
で
あ
り
、
訓
で
字
を
求
め
る

も
の
と
し
ま
し
て
は
、
,
「
色
難
字
免
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
O
日
本

で
は
、
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
よ
み
は
、
わ
か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど

う
い
う
漢
字
で
害
い
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
時
に
、
「
節
用
集
」
な

ど
が
多
-
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
手
紙
を
書
く

場
合
に
、
ど
う
い
う
漢
字
で
古
い
た
ら
い
い
か
を
知
る
た
め
に
使
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
落
莫
集
」
の
方
は
ヘ
音
に
よ
っ
て
求
め
る
肝
、
訓
に
よ
っ
て
求
め

る
も
の
、
「
こ
え
」
と
「
よ
み
」
す
な
わ
ち
音
と
訓
を
ま
っ
た
く
別
扱

い
に
い
た
し
ま
し
て
、
最
初
か
ら
組
織
を
別
に
し
て
作
っ
て
い
ま
す
。

外
国
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
'
そ
れ
ほ
ど
音
と
訓
と
の
区
別
が
つ
く
と
は

思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
の
に
、
音
と
訓
と
を
区
別
し
た
と
い
ー
丁
こ

と
は
、
漢
字
に
苦
と
訓
と
の
二
純
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
-
,
ソ
ヤ
ビ
ニ

ル
以
来
い
か
に
重
要
視
し
た
か
と
い
う
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
こ
え
」
と
「
よ
み
」
と
い
う
考
え
方
は
、
文
法
書
を
残

し
ま
し
た
ロ
ド
リ
ゲ
ス
　
C
J
o
a
o
 
R
o
d
r
i
g
u
e
z
)
に
い
た
り
ま
す
と
、

単
に
漢
字
の
読
み
方
の
遠
い
だ
け
で
は
な
く
っ
て
、
日
本
語
の
系
統
的

10



な
分
類
を
す
る
基
準
に
立
て
て
い
ま
す
o
固
有
の
日
本
語
を
「
よ
み
」
と

し
て
、
外
来
語
と
し
て
の
支
部
語
周
係
の
も
の
を
「
こ
え
」
と
し
て
い

ま
す
。
郡
訳
の
し
ょ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
「
よ

み
」
と
「
こ
え
」
と
を
そ
の
ま
ま
術
語
と
し
て
使
っ
て
区
別
し
、
日
本
語

の
系
統
的
な
分
封
に
非
常
に
注
意
を
払
っ
て
、
記
述
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
キ
リ
シ
タ
ン
は
、
ま
ず
文
字
を
中
心
と
い
た
し
ま
し
て
の
二

元
的
な
も
の
を
強
-
見
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

㈹
文
法

文
法
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
動
詞
の
活
用
は
、
三
櫨
欝
に
分
け
て

お
り
ま
す
。

ま
ず
第
一
校
活
用
と
い
う
の
は
、
語
根
が
C
と
い
う
語
尾
に
終
わ
り

u現
在
形
が
汀
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
過
去
形
は
語
根
の
T

に
「
た
」
が
つ
い
た
も
の
を
言
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
語
根
と
現
在

形
と
い
う
も
の
を
盗
準
に
立
て
て
い
ま
す
o
こ
れ
は
中
世
の
ラ
テ
ン
文

法
で
普
通
に
使
っ
て
い
た
術
語
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
用
語
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
語
根
と
い
う
の
は
何
か
と
申
し
ま

す
と
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
言
う
運
用
形
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
連
用

形
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
く
っ
つ
く
、
助
動
詞
や
助
詞
や
い
ろ
い
ろ

な
も
の
が
-
っ
つ
い
て
、
ラ
テ
ン
文
法
な
ど
で
い
う
活
用
に
相
F
T
す
る

働
き
を
示
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
か
ら
連
用
形
を
語
根
に
見
た

の
で
あ
り
ま
す
。
:
1
3
?

'
r
h
在
形
、
す
な
わ
ち
終
止
形
は
、
こ
の
時
代
に
ど
の

活
用
で
も
、
揮
体
形
と
同
じ
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
.

次
に
、
第
二
種
活
用
と
い
う
の
は
、
語
根
が
・
・
に
終
わ
り
、
現
在
形

が
u
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
O
こ
れ
は
な
に
か
と
l
p
L
ま
す
と
ー
間
段

活
用
で
す
。

第
一
二
種
活
用
は
、
語
根
が
1
に
終
わ
り
、
現
在
形
が
綾
雑
で
あ
り
ま

す
。
単
純
な
母
膏
で
は
な
く
て
長
母
音
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
長
母
音

は
ォ
段
の
閑
膏
と
合
苦
と
の
二
種
類
の
ほ
か
に
、
u
の
長
晋
が
あ
り
ま

す
O
こ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
'
ハ
行
間
段
に
あ
た
り
ま
す
O
「
舞
ふ
」
「
思

ふ
」
　
「
狂
ふ
」
な
ど
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
字
で
は
'
)
C
(
C
>
C
-
の
三
柾
類
に

分
け
て
お
り
ま
す
。

結
局
、
第
一
紐
が

1
難
、
第
二
杜
と
第

三
種
が
一
類
で
、
下

二
段
と
川
段
の
対
立

と
い
う
形
t
L
動
詞
と

い
う
も
の
を
と
ら
え

て
お
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
国
学

者
が
五
十
普
図
を
基

礎
と
い
た
し
ま
し
て

名
づ
け
た
や
り
方
と

は
違
う
の
で
あ
り
ま

g/.^v co分類

語　　　棋　現在形

(連用形) (終止形)

I (下二段　　　　　　　　　-urn

u (間段)　　-i　　　　-u

毘(議　　　¥Z

i iIil -

す
O
し
か
も
'
こ
こ
に

は
ラ
テ
ン
文
法
の
活
用
と
い
う
範
晴
を
遁
用
い
た
し
ま
し
て
、
第
1
人

称
、
霜
二
人
称
'
第
三
人
称
、
単
数
、
複
数
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
し



て
'
時
の
上
で
も
過
去
・
現
在
・
未
来
だ
け
で
は
な
く
て
、
さ
ら
に
未
来

完
了
と
か
、
過
去
完
了
と
か
不
完
全
過
去
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
入

れ
る
と
か
、
さ
ら
に
法
で
あ
り
ま
す
と
'
置
説
法
、
条
件
法
、
命
令
法
そ

の
他
十
種
く
ら
い
の
法
を
た
て
て
、
そ
れ
に
1
々
日
本
語
を
あ
て
は
め

る
と
い
う
や
り
方
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
日
本
語
を
'
ラ
テ
ソ
文
法
の
範
暗
に
あ
て
は
め
た
場
合

に
、
ど
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と
、
活
用
と
い
う
も
の
が
こ
う
い
う

(
前
官
図
参
照
)
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
弱
変
化
・
強
変
化
の
対
立
と

、
ヤ
っ
の
は
、
原
理
と
し
て
は
四
段
と
1
段
の
対
立
で
あ
り
ま
す
が
、
現

実
に
は
、
凹
段
と
下
二
段
の
対
立
の
形
で
、
日
本
語
の
上
に
お
い
て

は
、
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
下
二
段
活
用
は
、
次
第
に
弱
変
化

.
の
活
用
原
理
の
方
へ
傾
い
て
、
い
わ
ゆ
る
合
珂
化
の
線
に
そ
う
て
一
段

化
す
る
き
ざ
し
を
見
せ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
当
時
に
お
き
ま
し

て
は
、
な
お
四
段
と
下
二
段
と
の
対
立
が
存
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
事
実
を
ヤ
ソ
会
士
は
と
ら
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ヤ
ソ
会
士
に
お

き
ま
し
て
は
、
日
本
語
の
文
法
-
-
日
本
語
の
広
い
意
味
の
文
法
と
申

し
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
が
-
I
に
立
ち
向
か
う
時
に
、
ラ
テ
ン
文
法

の
範
時
を
適
用
す
る
と
い
う
両
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
日

本
語
の
文
法
事
実
と
い
う
も
の
が
残
る
の
で
、
そ
れ
を
日
本
語
の
事
実

に
即
し
て
と
り
あ
げ
て
い
-
と
い
う
面
と
が
あ
り
ま
す
。
ラ
二
ア
ン
文
法

の
範
時
で
は
処
理
で
き
な
い
言
い
表
わ
し
方
が
あ
る
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス

は
、
こ
れ
こ
れ
の
モ
ー
ド
・
ヂ
・
フ
ァ
　
ラ
ー
ル
(
m
o
j
o
 
d
e
 
f
㍉
i
l
u
r
)

即
ち
、
し
か
じ
か
の
言
い
方
が
あ
る
と
言
っ
て
、
事
実
を
忠
実
に
と

り
あ
げ
て
お
り
ま
す
.
こ
う
い
う
二
つ
の
対
立
、
ま
ず
ラ
テ
ン
文
法
の

範
頼
を
も
っ
て
臨
む
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
処
理
し
き
れ
な
い
も

の
は
、
そ
う
い
う
事
実
と
し
て
忠
実
に
と
り
あ
げ
る
と
い
う
や
り
方
で

あ
り
ま
す
。

例
の
形
容
詞
に
し
ま
し
て
も
、
西
欧
語
の
形
容
詞
と
日
本
語
の
形
容

詞
と
で
は
違
う
と
い
う
の
で
、
特
に
取
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
日
本
語
の
形
容
詞
は
、
.
存
在
動
詞
と
形
容
名
詞
と
が
一
緒
に

な
っ
て
い
て
、
そ
の
二
つ
の
働
き
を
1
つ
で
顛
ね
そ
な
え
て
い
る
と
い

う
の
で
、
形
容
存
在
動
詞
と
い
う
名
づ
け
方
を
ロ
ド
リ
ゲ
ス
な
ど
は
し

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
棺
単
に
形
容
動
詞
と
も
呼
ん
で
い
る
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
日
本
語
の
形
容
詞
の
見
方
に
は
諸
説
あ
り
ま
し
て
、
形
容

詞
と
形
容
動
詞
の
分
け
方
も
'
明
治
・
大
正
以
来
問
題
に
さ
れ
、
「
ア

リ
」
と
い
う
の
を
形
容
詞
の
補
助
手
段
と
し
て
使
う
、
と
い
う
考
え
方

が
は
っ
き
り
と
日
本
の
文
法
研
究
の
上
に
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
の
は
、

昭
和
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
す
で
に
ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
、
そ
う

い
う
見
方
で
形
容
動
詞
と
い
う
と
ら
え
方
を
し
て
お
り
ま
す
。

1
方
で
は
、
道
具
だ
て
と
い
た
し
ま
し
て
は
'
外
国
の
も
の
を
も
っ
て

臨
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
が
、
対
象
に
即
し
て
見
る
と
い
う
点
で
は
'
き
わ

め
て
対
象
に
忠
実
な
態
度
を
と
っ
て
お
り
ま
す
o
も
と
も
と
ー
こ
の
宣
教

師
の
日
本
語
学
習
の
態
度
に
は
そ
う
い
う
二
つ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

違
っ
た
画
で
申
し
ま
す
と
'
宣
教
師
と
し
て
、
亮
教
宏
と
し
て
の
仕

事
に
'
一
般
の
説
教
を
す
る
こ
と
と
、
カ
ー
リ
ッ
ク
と
い
た
し
ま
し
て
'

- Il>　-



信
徒
の
罪
の
告
白
を
聞
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
大
事
な
仕
事
と
が

あ
り
ま
す
.
い
わ
ゆ
る
バ
テ
レ
ソ
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
神
に
代
わ
っ

て
信
者
た
ち
の
罪
の
薯
白
を
開
い
て
そ
れ
に
指
導
を
与
え
た
の
で
す
。

_

　

ヽ

　

ヽ

そ
れ
を
当
時
の
日
本
軍
の
る
い
は
仏
教
語
で
ざ
ん
げ
(
恨
悔
)
と
い
う

の
に
対
し
ま
し
て
は
、
コ
ソ
ヒ
サ
ン
(
C
o
n
f
i
s
s
a
 
"
o
)
と
い
う
外
来
語

を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
り
も
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
聴

罪
師
と
い
う
役
目
と
、
キ
-
ス
・
1
教
の
故
最
を
日
本
人
に
わ
か
る
よ
う

に
説
く
説
教
師
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
仕
事
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。そ

の
場
合
に
は
、
開
く
こ
と
ば
'
開
い
て
わ
か
る
こ
と
ば
と
、
宣
教
師

と
し
て
自
分
が
話
し
て
日
本
人
に
な
る
ほ
ど
と
理
解
し
感
動
さ
せ
る
よ

う
な
こ
と
ば
と
は
'
違
う
べ
き
も
の
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

l
方
で
は
、
ど
ん
な
田
舎
の
人
の
こ
と
ば
で
も
聞
い
て
理
解
で
き
る
こ

と
が
必
要
で
.
あ
り
ま
す
か
ら
、
方
言
卑
語
に
至
る
ま
で
ひ
と
と
お
り
は

知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
他
方
で
は
ま
た
宣
教
師
自
身
は
、
そ

う
い
う
変
な
こ
と
ば
を
使
う
の
は
禁
物
で
あ
っ
て
、
立
派
な
こ
と
ば
使

い
を
心
が
け
'
日
本
人
に
も
な
る
ほ
ど
と
感
心
さ
れ
る
よ
う
な
'
標
準
的

な
こ
と
ば
使
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
す
。
開
-
べ
き

こ
と
ば
と
話
す
べ
き
こ
と
ば
と
を
は
っ
き
り
分
け
て
お
り
ま
す
の
で
、

文
法
書
に
お
き
ま
し
て
も
、
群
書
に
お
き
ま
し
て
も
、
そ
う
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
か
な
り
細
か
な
注
意
を
は
ら
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
よ
う
な
1
本
調
子
で
は
な
い
、
そ
こ
に
二
両
を
あ
わ
せ
持

つ
と
い
う
よ
う
な
行
き
方
を
し
て
い
る
点
、
こ
こ
に
わ
た
く
L
も
い
ろ

い
ろ
導
か
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
普
通
の
者
が
、
ま
ち
が

い
の
な
い
行
き
方
を
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
7
本
で
ず
う
っ
と

通
す
の
は
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
二
兎
的
な
も

の
に
わ
た
り
'
そ
し
て
ど
ち
ら
に
も
偏
ら
な
い
よ
う
な
行
き
方
を
す
る

の
が
ま
ち
が
い
の
な
い
行
き
方
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
は
'
も
ち
ろ
ん
自
分
の
能
力
の
問
題
が
あ
り
ま
す
o
非
常
に
鋭

-
、
主
体
性
の
強
い
方
で
あ
り
ま
す
と
、
そ
れ
自
身
で
ぐ
ん
ぐ
ん
と
迫

っ
て
い
き
、
そ
う
し
て
、
あ
る
限
ら
れ
た
対
象
に
対
し
ま
し
て
も
ま
ち

が
い
な
く
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う

特
殊
な
非
常
に
強
く
鋭
い
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
、

い
わ
ば
二
兎
的
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
立
場
を
と
る
こ

と
の
方
が
、
遠
く
も
行
か
な
い
し
'
ま
た
鋭
く
も
な
い
け
れ
ど
も
、

ま
ち
が
い
な
く
や
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
持
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
'
自
然
、
日
本
語
に
対
す
る
一
つ
の
見
方
に

い
た
し
ま
し
て
も
、
始
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
o
わ
た
く
L
と
い
た
し
ま
し
て
は
'
た
ま

た
ま
早
く
外
国
へ
留
学
す
る
機
会
を
得
た
と
い
う
、
一
学
徒
と
し
て
の

特
殊
な
出
発
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
亨
与
ら
れ
た
境
遇
か
,
わ
い

た
し
ま
し
て
、
キ
り
シ
ク
ソ
物
と
の
縁
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
が
'
次

第
に
深
入
り
さ
せ
ら
れ
、
外
部
か
ら
そ
う
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に

な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
従
っ
て
外
国
人
の
日
本
語
研
究
'
そ
れ
も
現
在

の
も
の
で
は
な
く
て
、
過
去
の
も
の
を
研
究
す
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な

13



条
件
か
ら
申
し
ま
し
て
、
特
殊
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
だ
け

を
自
分
の
専
門
と
し
て
い
こ
う
と
ほ
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
や
は
り
自
分
の
力
と
い
た
し
ま
し
て
あ
ぶ
な
い
、
が
'
こ
れ
も
や

ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
外
国
の
者
と
伍
し
て
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
る
場

合
に
は
、
や
は
り
日
本
人
と
し
て
限
度
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、

日
本
人
で
な
け
れ
ば
や
れ
な
い
両
も
あ
り
ま
す
O
や
る
と
す
る
な
ら
ば
ー

同
じ
対
象
に
対
し
て
も
日
本
人
で
な
け
れ
ば
や
れ
な
い
と
こ
ろ
は
引
き

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
仝
而
的
に
こ
の
研
究
を
専
門
と
す
る
に
は
自
信
が
な
い
。

そ
こ
で
'
そ
の
よ
う
仁
方
回
に
た
ま
た
ま
は
い
る
以
前
か
ら
、
わ
た
-
し

な
り
に
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
親
日
本
的
と
申
し
ま
す
か
、
平
安
朝

の
古
典
、
そ
の
代
表
的
な
「
源
氏
物
語
」
を
中
心
と
す
る
平
安
朝
の
古

典
に
日
本
人
と
し
て
頭
を
突
っ
こ
み
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
を
解
釈
す
る

と
い
う
、
こ
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
て
続
け
よ
う
と
考
え
ま
し

た
。
ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
た
外
国
の
こ
と
ば
、
普
通
の
外
国
語
と
も
ま
た

違
っ
た
特
殊
な
外
国
語
で
書
か
れ
た
資
料
を
ひ
ね
く
る
と
と
も
に
、
最

も
日
不
的
と
言
い
う
る
仮
名
で
書
か
れ
た
も
の
に
も
向
か
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。

さ
ら
に
も
う
1
つ
、
今
度
は
日
本
の
文
字
の
上
か
ら
申
し
て
大
き
な

要
素
を
な
し
て
い
る
の
は
浜
字
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
漢
字
で
書
か
れ
た

も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
さ
ら
に
古
い
も
の
¥
J
「
古
事
記
」
に
あ
た
る

と
い
う
こ
と
を
し
ま
し
た
。

こ
う
い
う
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
変
化
を
求
め
る
考
え
に
去
づ
い
て
、
自

分
の
研
究
が
一
本
調
子
に
、
あ
る
限
ら
れ
た
面
だ
け
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
'
対
象
を
違
っ
た
も
の
に
強
め
て
、
そ
れ
を
北
行
き
せ

て
い
-
。
単
に
段
階
的
に
い
-
の
で
は
な
-
て
少
-
と
も
頭
の
中
で
は

雅
行
的
に
進
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
や
ま
り
な
鼻
を
期
す
る
O

こ
れ
が
、
も
っ
と
も
普
通
の
人
間
に
と
っ
て
ー
誤
り
の
な
い
道
か
と
考
え

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

三
　
古
事
記
の
表
記

日
本
に
お
き
ま
し
て
は
、
漢
字
と
い
う
も
の
が
高
い
文
字
文
化
を
代

表
す
る
も
の
と
な
り
が
ち
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
古
事
記
に
お
き
ま
し

て
は
、
日
本
書
紀
と
違
い
ま
し
て
、
難
か
し
い
漢
字
を
こ
と
さ
ら
使
う

の
で
は
な
-
て
、
や
さ
し
い
漢
字
を
使
い
な
が
ら
、
支
那
で
も
使
い
分

け
な
い
よ
う
な
使
い
分
け
を
し
て
い
ま
す
。
日
本
語
を
写
す
た
め
に
漢

字
を
活
用
す
る
際
に
、
基
準
を
普
通
の
と
こ
ろ
に
求
め
る
。
高
い
所
や

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
な
く
'
普
通
の
肝
に
求
め
る
。
そ
う
い
う
点
で
「
古

事
記
」
に
は
、
わ
た
1
L
 
L
自
身
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り

*
!
>
'
蝣
し
た
。

一
例
を
申
し
ま
す
な
ら
ば
も
書
紀
で
あ
り
ま
す
と
、
「
尊
」
と
い
う
字
な

ど
が
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
古
事
記
で
は
漢
字
両
か
ら
申
し

ま
し
て
も
単
純
な
「
命
」
と
い
う
拝
が
用
い
ら
い
て
お
り
ま
す
o
そ
れ
が
、

古
事
記
の
上
巻
で
あ
り
ま
す
と
、
高
天
原
系
の
神
に
だ
け
使
わ
れ
て
い

て
ー
そ
の
点
で
、
そ
れ
以
外
の
国
つ
神
、
出
雲
系
の
神
と
は
区
別
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
き
す
o
「
大
国
,
F
.
命
上
な
ど
と
は
言
わ
な
い
で
'
「
大
国
主
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み
こ
,
こ

神
」
と
し
か
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
高
天
原
系
以
外
に
は
「
命
」
と
い
わ

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
中
巻
に
な
り
ま
す
と
'
大
和
朝
廷
を
育
て

あ
け
る
の
に
力
の
あ
っ
た
人
と
か
、
中
心
に
な
っ
た
方
と
か
に
「
命
」
を

使
い
'
下
巻
に
な
れ
ば
ー
臭
位
継
承
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
人
だ
け
に
「

命
」
を
使
っ
て
い
る
の
で
し
て
、
そ
う
い
う
福
耳
の
意
図
に
従
っ
て
簡
単

な
文
字
を
十
分
に
利
用
し
て
い
ま
す
。
た
だ
あ
れ
こ
れ
と
い
ろ
ん
な
も

の
を
使
う
と
い
う
の
で
は
な
-
て
、
は
っ
き
り
と
順
序
を
立
て
、
そ
の
基

準
は
で
き
る
だ
け
低
い
と
こ
ろ
と
申
し
ま
す
か
、
手
近
な
と
こ
ろ
に
求

め
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

日
本
に
神
々
が
生
怠
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
に
、

「
成
り
ま
せ
る
神
の
み
名
は
」
と
い
う
ふ
う
に
宣
長
以
来
託
ま
せ
て
い

る
表
記
が
、
最
初
の
と
こ
ろ
で
は
「
成
和
名
」
と
だ
け
書
か
れ
て
い
ま

す
.
自
然
界
の
神
々
が
次
々
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ー
そ
れ
が
次
第
に
自
然

界
の
神
々
が
出
そ
ろ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
人
R
I
j
的
な
社
会
に
関
係
の
あ
る

神
々
が
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
す
と
、
「
成
」
の
前
に
「
所
」
を
つ
け
て
・

「
所
成
神
名
」
と
し
て
い
ま
す
O
こ
れ
は
洪
字
と
し
て
は
破
格
で
、
都

合
が
悪
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
成
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
自
動
詞
の

前
に
「
所
」
が
つ
い
て
い
ま
す
。
他
動
詞
の
前
に
そ
の
目
的
語
を
不
す

の
な
ら
い
い
の
で
す
け
れ
ど
、
自
動
詞
の
前
に
「
肝
」
を
つ
け
る
と

い
う
の
は
洪
文
法
に
は
合
わ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
的
な
使
い
方
を

し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
神
々
が
古
事
記
編
窮
意
図

に
園
係
の
あ
る
祖
先
に
つ
な
が
り
そ
う
な
場
面
に
お
き
ま
し
て
は
、
更

に
そ
れ
ぞ
れ
に
尊
敬
の
意
味
を
持
っ
た
語
が
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り

三
㌔
始
め
は
ま
っ
た
く
支
部
語
と
し
て
漢
語
と
し
て
基
準
的
な
表
現

を
し
て
、
次
第
に
日
赤
的
な
表
税
を
そ
れ
に
加
え
て
い
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
を
戦
時
中
に
発
表
い
た
し
ま
し
た
時
に
は
、
神
と
い

う
も
の
は
絶
対
な
の
に
、
そ
れ
に
階
級
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
け
し
・

か
ら
ん
、
と
い
う
お
叱
り
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
古

事
記
の
編
f
e
j
貴
国
で
は
、
こ
う
い
う
用
字
上
の
違
い
が
ち
ゃ
ん
と
凹
て

い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
後
、
漢
字
と
い
う
も
の
が
む
や

み
や
た
ら
に
有
難
が
ら
れ
る
と
い
う
の
と
は
違
い
ま
し
て
、
外
国
の
も

の
を
取
り
入
れ
る
に
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
を
日
本
的
に
、
日
本
語
を
表

現
す
る
た
め
に
主
体
性
を
も
っ
て
噂
っ
へ
そ
の
い
い
手
本
を
示
し
て
く

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

凹
　
わ
た
く
し
の
歩
み
方

あ
れ
こ
れ
を
や
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
あ
ま
り
偏
ら
な
い
よ
う
に

と
考
え
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
に
自
分
の
拠
り
所
を
求
め
る
o
し
か
も
そ
れ

を
ば
、
非
常
に
変
わ
っ
た
遠
い
所
に
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
で
き
る

だ
け
手
近
な
所
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
い
い
と
思
い
ま
し
て
、
わ
た

く
L
は
、
日
本
人
と
し
て
、
や
は
り
日
本
の
古
典
を
で
き
る
だ
け
解
釈

す
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
心
が
け
ま
し
た
。

そ
れ
が
外
国
の
資
料
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
を
ほ
ん
と
う
に
解
釈
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
キ
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リ
シ
タ
ン
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
全
般
的
に
そ
う
い
う
困
難
が
つ
き
ま

と
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
語
あ
る
い
は
日
本
の
文
字
に

関
係
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
は
外
国
人
の
手
に
は
お
え
な
い
か
ら
、

我
々
が
手
が
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
に
し
て
も
、
や
は
り
新
し
い
資
料
、
珍
し
い
資
料
と
な
り
ま
す
と
う

そ
れ
を
正
し
-
理
解
し
、
ほ
ん
と
う
に
解
釈
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に

は
、
す
ぐ
に
は
至
り
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
。

わ
た
く
L
な
ど
が
、
今
ま
で
多
少
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
こ
と
は
、

資
料
の
紹
介
程
度
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
一
つ
こ

の
機
会
を
境
と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
解
釈
と
い
う
こ

と
に
も
手
を
の
ば
し
て
行
き
た
い
、
と
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。非

常
に
の
ろ
い
行
き
方
で
r
u
ぎ
い
ま
す
が
、
積
極
的
で
は
な
く
て
、

消
極
的
な
、
ま
ち
が
い
の
な
い
行
き
方
を
し
よ
う
と
し
た
、
平
凡
な
わ
た

く
し
の
今
ま
で
の
歩
み
方
を
、
こ
う
い
う
回
顧
的
な
形
で
、
み
な
さ
ん
に

お
話
い
た
し
ま
し
た
。

(
昭
和
三
十
八
年
二
月
二
十
三
日
　
広
島
大
学
文
学
部
で
行
な
わ

れ
た
、
最
終
講
義
の
録
音
に
よ
る
。
)
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