
新
し
い
敬
語
の
補
助
動
詞
「
上
ア
ミ
ユ
ル
」
が

保
守
的
な
共
通
語
と
抗
争
す
る
方
言
戦
略

キ
ー
ワ
ー
ド
‥
敬
語
へ
補
助
動
詞
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
へ
方
言
分
布
へ

地
理
言
語
学
、
言
語
地
理
学

(
要
旨
)
今
ま
で
日
本
語
方
言
の
研
究
に
お
い
て
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

の
実
体
に
つ
い
て
の
論
考
は
見
ら
れ
な
い
。
敬
語
の
動
詞
と
し
て
は

「
見
え
る
」
が
全
国
で
用
い
ら
れ
「
行
-
」
「
来
る
」
「
居
る
」
　
に
か

わ
る
語
形
と
な
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
の
補
助
動
詞
化
し
た
「
～
テ
ミ

エ
ル
」
が
'
ど
う
し
て
、
愛
知
県
と
岐
阜
県
に
の
み
分
布
し
て
い
る

だ
け
な
の
か
を
考
察
し
た
。
臨
地
調
査
資
料
と
通
信
調
査
資
料
と
に

よ
っ
て
方
言
分
布
図
を
作
成
し
、
地
理
言
語
学
的
分
析
を
行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
中
部
地
方
で
早
-
に
成
立
し
た
が
へ

保
守
的
な
東
京
方
言
の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
の
威
力
に
お
さ
え

ら
れ
、
勢
力
の
拡
大
が
十
分
に
は
進
ん
で
い
な
い
現
状
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

「
　
は
じ
め
に

敬
語
の
補
助
動
詞
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
、
主
に
聞
か
れ
る
の
は
、

日
本
全
国
で
は
中
部
日
本
の
ご
-
限
ら
れ
た
地
方
だ
け
で
あ
る
。
た

と
え
ば
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
て
い
る
。

△
山
田
先
生
は
、
た
だ
い
ま
銀
行
へ
行
っ
テ
ミ
エ
マ
ス
。
(
行
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
)
　
(
△
印
の
文
例
は
方
言
話
者
の
確
認
を
経

江
　
端
　
義
　
夫

た
用
例
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。
)

上
の
文
例
に
お
い
て
'
接
続
助
詞
の
「
て
」
を
介
し
て
「
見
え
る
」

が
接
合
L
へ
一
体
的
な
補
助
動
詞
の
「
テ
ミ
エ
ル
」
が
成
立
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

は
殆
ど
な
往
-
く
'
筆
者
の
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
'
江
戸
時
代
に
尾

張
地
方
の
文
献
に
若
干
の
例
が
見
ら
れ
へ
　
す
で
に
名
古
屋
城
注
2
下

イ
キ

1
帯
に
は
こ
の
敬
譲
表
現
が
粋
な
も
の
言
い
と
し
て
流
布
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

の
分
布
に
つ
い
て
も
へ
　
ま
だ
報
告
さ
れ
た
も
の
が
な
-
、
そ
の
上
へ

ど
う
し
て
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
敬
語
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
理
由
に
つ
い
て
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
'
こ
れ
ら
に
つ
い
て
一
応
の
所
見
を
述
べ
へ
　
臨
地

調
査
と
通
信
調
査
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
客
観
的
な
資
料
を
示
す
と

と
も
に
へ
現
代
日
本
語
に
1
定
の
解
釈
を
記
し
て
お
-
こ
と
に
し
た
。

二
も
少
年
女
子
に
隆
盛
な
敬
語
の
補
助
動
詞
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
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図1敬語捕助動詞「行っテミエル」 (少年女子)
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図
1
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
1
九
九
1
年
に
か
け
て
、
中
部
日
本
の

全
域
に
つ
い
て
へ
中
学
校
女
子
を
対
象
に
し
た
臨
地
調
査
の
結
果
を

分
布
図
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
の
凡
例
上
の
黒
丸
符
号
に

よ
っ
て
表
さ
れ
た
「
行
っ
テ
ミ
エ
ル
」
を
日
常
生
活
で
使
用
し
て
い

る
地
点
が
、
言
語
地
図
上
の
分
布
地
点
と
し
て
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。

黒
丸
符
号
は
岐
阜
県
全
域
と
愛
知
県
全
域
に
分
布
し
て
い
る
。
又
へ

長
野
県
の
南
西
部
と
静
岡
県
の
西
部
に
も
分
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、

北
陸
三
県
に
は
全
-
分
布
し
て
い
な
い
。
少
年
層
女
子
が
'
た
め
ら

う
こ
と
な
-
、
対
者
及
び
第
三
者
へ
の
尊
敬
語
と
し
て
「
～
テ
ミ
エ

ル
」
を
使
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
こ
れ
が
全
日
本
の
特
定
の
地
域
で
使
用
さ
れ
る
敬
語
だ
と
い
う

意
識
な
ど
全
く
持
た
注
3
な
い
で
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
、
「
て
い
ね
い

な
言
葉
遣
い
」
を
し
て
い
る
と
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
の
中
で

「
気
づ
か
れ
に
く
い
方
言
」
と
い
う
研
注
4
究
が
あ
る
が
、
こ
の
「
～

テ
ミ
エ
ル
」
も
そ
の
一
種
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
も
か
-

も
'
少
年
女
子
が
こ
れ
を
'
「
上
品
な
言
葉
へ
　
敬
意
を
表
す
言
葉
、

て
い
ね
い
な
言
葉
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
使
用
し
て
い
る
。

岐
阜
県
や
愛
知
県
地
方
で
は
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
方
言
だ
と
い
う

意
識
は
聞
か
れ
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
行
-
」
こ
と
を
「
ゴ
ザ

ル
」
動
詞
で
言
い
表
し
'
「
行
っ
て
矧
副
」
を
「
行
っ
て
剖
両
所
」

で
呼
応
さ
せ
る
敬
語
の
構
成
法
が
見
ら
れ
へ
　
彼
ら
は
'
敬
語
の
動
詞

と
敬
語
の
補
助
動
詞
と
が
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い

る
向
き
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
「
見
え
る
」
が
　
「
行
-
」
　
の
尊
敬

動
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
同
時
に
へ
　
敬
語
の
補
助
動
詞
と
し
て
使

用
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
だ
と
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
す

で
に
そ
の
用
法
を
1
0
0
年
以
上
も
前
か
ら
生
活
語
に
と
り
入
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
日
常
の
こ
と
ば
に
違
和
感
を
抱
-
余
地
な
ど
'
と

う
て
い
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
へ
岐
阜
県
の
西
端
の
土
地
で
は
'
滋
賀
県
の
言
葉
に
「
～

テ
ミ
エ
ル
」
が
尊
敬
語
で
な
い
の
を
知
っ
て
、
こ
れ
に
疑
い
を
持
ち

は
じ
め
、
「
聞
-
け
れ
ど
も
言
わ
な
い
」
と
回
答
し
て
い
る
。
又
、

長
野
県
の
木
曾
地
方
の
二
地
点
及
び
静
岡
県
の
天
竜
川
北
部
の
一
地

点
に
お
い
て
も
、
「
間
-
け
れ
ど
も
言
わ
な
い
」
と
回
答
し
た
地
点

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
県
境
地
帯
で
は
、
い
わ
ゆ
る
使
用
語
で
は
な
-

て
、
理
解
語
に
転
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
接
境
域
で
は
、
種
々
の
敬

語
が
混
在
す
る
た
め
に
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
方
言
的
な
使
用
の
も

の
だ
と
い
う
意
識
を
喚
起
す
る
作
用
も
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

図
1
の
少
年
層
女
子
の
分
布
図
で
は
、
平
成
時
代
の
今
日
で
さ
え
へ

「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
、
対
他
尊
敬
の
敬
語
補
助
動
詞
と
し
て
、
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
実
体
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
の
見
方
を

す
る
と
、
少
年
女
子
で
は
北
陸
地
方
の
三
県
(
福
井
県
'
石
川
県
、

富
山
県
)
　
に
は
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
全
-
分
布
し
て
い
な
い

事
実
に
も
注
目
し
て
お
-
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
又
へ
　
新
潟
県
や
山

梨
県
や
静
岡
県
の
中
東
部
に
も
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
の
分
布
は

存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
図
1
は
、
「
言
う
」
と
「
言
わ
な
い
」

と
が
明
瞭
に
分
か
れ
る
図
で
あ
る
。
三
重
県
の
沿
岸
地
域
の
少
年
女

子
は
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
用
す
る
け
れ
ど
も
へ
　
こ
の
度
は

調
査
対
象
域
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
保
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図2　敬語補助動詞「行っテミエル」 (成人男女)
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留
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
徳
川
藩
の
勢
力
圏
が
強
-
及
ん

だ
地
域
に
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
結
果
と
し
て
分
布
し
た
と
言
っ
て

よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
へ
老
年
層
に
も
、
こ
の
「
～
テ
ミ

エ
ル
」
　
は
分
布
し
て
い
る
し
、
今
日
で
の
上
品
な
敬
語
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
。
全
ゆ
る
年
層
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
徳
川
藩
域
の

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
全
一
体
と
見
て
よ
い
語
形
な
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
し
か
も
現
代
に
お
い
て
も
'
東
京
方
言
の
敬
語

が
マ
ス
コ
ミ
や
教
育
を
通
し
て
強
烈
な
力
で
迫
っ
て
き
て
い
る
の
に

も
屈
せ
ず
、
独
自
に
分
布
を
維
持
さ
せ
て
き
て
い
る
の
は
、
驚
-
ば

か
り
の
底
力
と
言
っ
て
よ
い
。
で
は
'
ど
う
し
て
、
こ
の
敬
語
が
圧

殺
さ
れ
ず
に
生
き
の
び
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
部
方
言
圏
は
'

大
阪
方
言
圏
の
人
々
の
よ
う
に
、
自
分
達
の
方
言
を
誇
り
に
思
い
、

公
的
な
場
で
も
土
地
こ
と
ば
を
使
う
と
い
う
言
語
哲
学
は
持
っ
て
い

な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
少
年
層
女
子
が

公
的
な
場
で
も
、
日
常
的
な
場
で
も
区
別
な
-
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ

ル
」
を
使
う
の
は
、
彼
ら
が
、
こ
れ
を
方
言
だ
と
意
識
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
大
阪
地
方
の
若
者
が
、
公
的
な
場
で
「
先
生
来
ハ
ッ

タ
」
と
い
う
の
を
見
る
の
と
は
へ
　
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
部
地
方
で
は
へ
　
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
は
'
分

布
が
消
滅
す
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
と
だ
け
は
言
え
る
。
分
布
が
拡

大
し
て
い
る
と
も
言
え
な
い
が
、
縮
小
し
た
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
老
年
層
(
成
人
男
女
)
　
の
分
布
図
を
見
る
と
'
興
味

深
い
こ
と
が
言
え
て
-
る
。

三
へ
成
人
男
女
に
隆
盛
な
敬
語
の
補
助
動
詞
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

通
信
調
査
に
よ
っ
て
、
中
部
地
方
全
域
を
対
象
に
し
て
'
「
～
テ

ミ
エ
ル
」
　
の
使
用
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
へ
図
2
の
よ
う
な
分
布
図
が

得
ら
れ
た
。
こ
れ
を
'
図
1
の
少
年
層
の
分
布
模
様
と
比
べ
て
み
よ

う
。
ま
ず
第
1
に
言
え
る
こ
と
は
、
岐
阜
県
と
愛
知
県
と
に
「
～
テ

ミ
エ
ル
」
　
の
隆
盛
な
分
布
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

だ
し
へ
少
年
層
で
は
'
岐
阜
県
と
愛
知
県
の
領
域
内
で
は
'
こ
れ
を

言
わ
な
い
と
回
答
す
る
地
点
は
無
か
っ
た
の
に
、
今
回
の
通
信
調
査

で
は
、
言
わ
な
い
と
回
答
し
た
地
点
も
少
な
-
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
分
布
の
中
核
地
で
あ
り
'
発
祥
地
で
も
あ
る
名
古
屋
市
で
も
、

「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
言
わ
な
い
と
す
る
人
が
い
た
り
す
る
。
成
人
男

女
は
、
す
で
に
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
中
部
地
方
の
方
言
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
始
め
て
い
る
証
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
へ

都
市
生
活
を
行
う
上
で
の
便
宜
上
、
名
古
屋
文
化
圏
の
中
核
部
で
'

「
言
わ
な
い
」
と
回
答
す
る
成
人
男
女
が
増
え
て
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
証
拠
に
、
岐
阜
県
北
部
の
山
間
地
や
愛
知
県
の
知
多
半
島
、

三
河
湾
沿
岸
な
ど
で
は
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
ば
か
り
が
単
独
で
行
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
へ
少
年
層
が
進
歩
的
で
'
成
人
男
女
が
保
守
的
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
先
の
図
1
の
少
年
層
で
見
ら
れ
た
分
布
は
、

江
戸
時
代
以
来
の
安
定
し
た
分
布
預
域
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
に
'
図
2
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
新
し
い
動
き
が
、
成
人
男

女
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
新
し
い
動
き
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
1
　
つ
が
'
先
に
問
題
と
し



た
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
わ
な
い
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
海
道
沿

線
や
都
市
部
を
中
心
に
見
ら
れ
る
。
都
市
化
が
進
み
、
中
京
工
業
都

市
化
が
さ
ら
に
進
ん
で
、
人
口
が
密
集
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
'
「
～
テ

ミ
エ
ル
」
を
異
質
な
言
葉
と
意
識
す
る
場
面
が
多
-
な
り
、
自
然
に

東
京
方
言
に
と
っ
て
替
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
流

入
人
口
が
'
す
べ
か
ら
-
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
う
中
部
方
言
的

発
話
に
染
ま
っ
て
し
ま
う
か
ど
う
か
、
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
た
い
気

も
す
る
。
名
古
屋
方
言
の
代
表
と
見
な
さ
れ
る
「
～
ガ
ヤ
」
　
(
文
末

詞
)
　
が
野
卑
な
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
た
め
に
打
ち
捨
て
ら
れ
る
の
と
は

違
っ
て
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
は
上
品
さ
や
て
い
ね
い
さ
の
尊
敬
語
で

あ
る
点
で
、
よ
そ
者
に
も
「
使
っ
て
み
よ
う
か
な
」
と
い
う
誘
惑
に

さ
そ
い
こ
む
の
に
十
分
な
魅
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

古
-
さ
い
と
言
う
の
で
は
な
-
、
誰
も
が
使
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
大
阪
弁
の
「
～
ハ
ル
」
　
(
尊
敬
語
)
　
と
同
様
の
便
利
な
も
の

言
い
の
道
具
な
の
で
あ
る
。
大
阪
の
「
～
ハ
ル
」
が
容
易
に
は
廃
れ

な
い
よ
う
に
、
愛
知
・
岐
阜
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
簡
単
に
は
廃
れ

な
い
と
い
う
予
測
は
立
つ
。
し
か
し
、
場
面
に
応
じ
た
り
'
人
の
顔

を
な
が
め
て
は
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
っ
た
り
使
わ
な
か
っ
た
り

す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
'

成
人
男
女
の
言
語
生
活
は
多
様
化
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
語
生
活
の
多
様
化
に
伴
っ
て
、
図
2
の
成
人
男
女
の
図
で
は
、

「
～
テ
ミ
エ
ル
」
ば
か
り
の
分
布
で
な
-
て
'
「
言
わ
な
い
」
と
の

回
答
も
混
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
図
1
の
少
年
女
子
が
純
粋
一
色
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
分

布
を
示
す
の
と
大
い
に
異
な
る
。
た
だ
し
へ
少
年
女
子
も
成
人
に
な

れ
ば
'
多
面
的
な
言
語
生
活
を
余
儀
な
-
さ
れ
る
の
で
'
図
2
の
よ

う
な
分
布
事
態
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
へ

地
理
言
語
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
'
語
が
古
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ

る
と
消
滅
し
て
い
-
と
い
う
ル
ー
ル
に
は
'
必
ず
し
も
当
た
ら
な
い

の
で
あ
る
。
図
1
の
分
布
領
域
の
話
者
た
ち
は
へ
　
こ
の
「
～
テ
ミ
エ

ル
」
を
古
-
さ
い
と
は
感
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
は
、

・
"
-
詛粋

で
現
代
的
で
使
い
易
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
言
語
意
識
が

若
者
の
間
に
存
在
し
て
い
る
の
に
'
逆
に
成
人
男
女
で
は
「
使
わ
な

い
、
言
わ
な
い
」
と
い
う
回
答
が
増
え
て
い
る
の
は
、
結
局
へ
先
に

述
べ
た
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
図
2
に
つ
い
て
別
の
問
題
を
と
り
上
げ
た
い
。

そ
れ
は
'
福
井
県
に
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
う
と
回
答
し
た
地
点
が

四
へ
　
石
川
県
で
1
、
富
山
県
で
l
、
新
潟
県
で
二
へ
　
長
野
県
で
二
、

静
岡
県
で
六
の
合
計
一
六
地
点
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

伝
播
と
い
う
も
の
は
、
地
を
這
う
よ
う
に
隣
り
か
ら
隣
り
へ
伝
わ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
六
地
点
の
う
ち
に
は
、
伝
播
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も

見
ら
れ
る
が
、
伝
播
と
は
考
え
に
-
い
も
の
も
あ
る
。
石
川
県
や
新

潟
県
や
静
岡
県
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
は
'
盛
ん
な
愛
知
県
や
岐
阜
県

の
分
布
と
の
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
な
い
。
飛
び
火
の
よ
う
に
'
分
布

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
?

そ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
'
時
々
話
題
に
す
る
と
こ
ろ
の
'
敬
語

動
詞
の
補
助
動
詞
化
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
図
2
の
中
で
'
長
野
県



と
富
山
県
と
静
岡
県
の
浜
名
湖
周
辺
に
見
ら
れ
る
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

の
分
布
は
、
愛
知
・
岐
阜
の
濃
厚
な
分
布
の
伝
播
と
考
え
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
へ
新
潟
県
の
1
地
点
や
石
川
県

の
1
地
点
'
静
岡
県
の
富
士
川
辺
の
1
地
点
へ
福
井
県
敦
賀
の
1
地

点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
伝
播
に
よ
る
な
ど
の
説
明
が
適
用
で
き
な
い
。

こ
れ
の
説
明
の
た
め
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
力
も
教
育
の
力
も
当
て
は

ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
'
敬
語
の
歴
史
的
法
則
の
結
果
が
反
映
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
敬
語
動
詞
の
「
ミ
エ
ル
」
が
補
助

動
詞
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
に
転
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
法
則
の
適
用
に
条
件
反
射
が
働
い
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

じ
っ
は
広
島
に
も
、
「
行
っ
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
用
す
る
知
識
人
が

い
る
。
山
口
県
に
も
い
る
。
彼
ら
に
中
部
地
方
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ

る
か
を
尋
ね
て
み
る
と
、
住
ん
だ
こ
と
は
な
い
と
の
返
事
が
か
え
っ

て
-
る
。
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
補
助
動
詞
の
使
用
に
は
'
条
件
反
射
と

し
て
、
て
い
ね
い
な
尊
敬
語
を
言
お
う
と
し
て
'
無
意
識
的
に
作
成

さ
れ
る
共
通
の
場
が
'
全
て
の
現
代
日
本
人
に
存
在
し
'
そ
れ
が
た

ま
た
ま
へ
図
2
の
飛
び
火
的
分
布
地
域
に
発
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
。

四
へ
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
に
関
す
る
新
古
の
言
語
意
識

先
に
図
2
で
、
成
人
男
女
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
に
つ
い
て
分
布
を

眺
め
た
。
が
、
今
度
は
図
3
に
お
い
て
、
図
2
に
お
け
る
全
て
の
話

者
に
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
の
新
古
の
意
識
を
答
え
て
も
ら
い
へ
　
そ
れ
を

表
示
し
て
み
た
o
図
2
で
は
'
1
地
点
に
つ
い
て
六
人
の
話
者
が
い

て
も
、
全
て
の
話
者
が
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
う
と
答
え
た
場
合
に

は
'
黒
丸
符
号
が
1
つ
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
(
豊
橋
市
の
場

合
な
ど
)
。
し
か
し
、
図
3
で
は
'
各
地
点
の
話
者
の
人
数
分
だ
け
、

A
t
 
B
、
C
の
符
号
を
押
印
し
て
あ
る
。
即
ち
、
A
は
「
～
テ
ミ
エ

ル
」
を
古
い
感
じ
と
認
識
す
る
人
へ
B
は
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
新
し

い
感
じ
と
認
識
す
る
人
、
C
は
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
と
認
識
す
る

人
で
あ
る
。

図
3
を
見
る
と
、
愛
知
県
や
岐
阜
県
で
、
C
の
符
号
が
目
立
つ
。

C
に
は
「
日
頃
使
用
し
て
い
る
の
で
'
新
古
の
判
断
が
ど
ち
ら
と
も

言
い
切
れ
な
い
」
と
す
る
者
が
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
点

で
、
新
潟
県
や
長
野
県
そ
の
他
の
県
に
お
い
て
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

が
全
-
分
布
し
て
い
な
い
土
地
で
の
C
「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」

と
す
る
回
答
と
は
全
-
質
を
異
に
す
る
。
愛
知
県
や
岐
阜
県
以
外
の

地
域
に
見
ら
れ
る
散
在
分
布
の
C
は
'
「
聞
い
た
こ
と
も
使
用
し
た

こ
と
も
な
い
の
で
」
新
古
の
意
識
が
「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」
の

で
あ
る
。
C
の
分
布
に
統
1
的
な
ま
と
ま
り
が
な
い
点
で
、
「
～
テ

ミ
エ
ル
」
と
無
縁
な
地
点
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
か
く
し
て
へ

愛
知
県
と
岐
阜
県
と
に
分
布
す
る
C
の
「
新
古
の
意
識
が
ど
ち
ら
と

も
言
え
な
い
」
の
は
、
無
意
識
的
に
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
っ
て
い

る
の
で
あ
り
、
必
須
の
言
葉
な
の
に
、
こ
れ
を
古
い
か
新
し
い
か
と

尋
ね
ら
れ
て
も
困
惑
す
る
ば
か
り
だ
、
と
の
と
ま
ど
い
が
窺
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
特
に
岐
阜
県
の
中
心
部
か
ら
離
れ
た
地
域
や
愛
知
県
の

周
辺
地
域
で
、
そ
れ
ら
が
聞
か
れ
る
の
は
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
周

辺
部
で
'
よ
り
一
層
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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図3　「行っテミエル」に関する新古の言語意識
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さ
ら
に
、
図
3
で
指
摘
で
き
る
二
つ
め
の
点
は
、
B
の
「
新
し
い

感
じ
」
と
認
識
す
る
地
域
が
愛
知
県
や
岐
阜
県
に
分
布
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
け
れ
ど
も
へ
　
そ
れ
以
外
に
、
B
が
中
部
地
方
の
全
域
に
も

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
「
新
し
い
感

じ
」
と
把
握
す
る
心
情
に
は
へ
　
そ
の
言
い
方
を
受
容
し
て
も
よ
い
と

い
う
心
づ
も
り
が
表
明
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
。
一
般
に
古
-
さ
い
と
意
識
さ
れ
た
ら
、
そ
の
語
は
捨
て
ら
れ

て
い
-
の
が
宿
命
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
'
「
新
し
い
感
じ
」
と
さ

れ
る
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
'
全
-
分
布
し
て
い
な
い
中
部
地
方
の
か

な
り
広
い
地
域
に
B
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
非
常
に
興
味
ぶ
か
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。

中
部
地
方
の
ど
こ
の
地
域
で
も
、
「
行
っ
テ
ミ
エ
ル
」
と
い
う
敬

語
が
侵
入
し
て
き
た
ら
、
そ
れ
を
新
し
い
快
い
語
形
と
見
な
し
て
受

容
し
て
も
よ
い
と
い
う
好
意
的
な
意
識
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
特
に
B
の
分
布
が
著
し
い
の
は
愛
知
県
で
あ
る
。
だ
か
ら
日

常
生
活
で
活
発
に
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
又
岐
阜

県
で
も
B
の
分
布
は
万
遍
な
-
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
-
て
は
、

図
1
、
2
に
お
け
る
愛
知
県
'
岐
阜
県
の
顕
著
な
分
布
を
矛
盾
な
-

説
明
で
き
な
い
0

他
方
で
、
愛
知
県
や
岐
阜
県
に
隣
接
す
る
北
陸
三
県
に
も
B
の

「
新
し
い
感
じ
」
と
す
る
分
布
が
見
ら
れ
、
山
梨
県
以
外
の
中
部
地

方
の
三
県
(
新
潟
県
へ
　
長
野
県
へ
　
静
岡
県
)
　
に
も
、
B
の
分
布
が
か

な
り
広
-
認
め
ら
れ
る
。
も
し
も
仮
り
に
'
何
ら
か
の
刺
激
で
、
「
～

テ
ミ
エ
ル
」
が
伝
播
し
た
と
す
れ
ば
'
こ
れ
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
た

い
と
す
る
歓
迎
の
意
識
が
読
み
と
れ
よ
う
。

そ
こ
で
へ
図
2
の
分
布
を
図
3
の
と
重
ね
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

図
3
で
、
B
の
「
新
し
い
感
じ
」
と
受
け
と
め
て
い
る
中
部
地
方

の
諸
県
で
は
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
の
分
布
す
る
地
点
が
、
わ
ず
か
で

は
あ
る
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
好
ま
し
-

思
い
へ
新
し
い
も
の
と
見
な
す
地
域
で
あ
り
'
敬
語
動
詞
「
ミ
エ
ル
」

の
補
助
動
詞
化
し
た
も
の
と
し
て
'
自
然
な
歴
史
的
推
移
を
受
容
し

よ
う
と
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
が
敷
か
れ

て
い
た
か
ら
こ
そ
へ
　
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
へ
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

が
伝
播
し
た
か
、
あ
る
い
は
生
成
さ
れ
た
か
し
て
、
そ
れ
ら
の
遠
隔

地
で
'
同
時
多
発
的
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
へ
　
そ
れ
ら
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
分
布
地
点
が
互
い
に
つ
な

が
っ
て
、
空
間
的
な
分
布
の
連
関
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か

は
、
予
測
で
き
な
い
。
衰
退
の
1
途
を
た
ど
る
分
布
で
は
な
か
ろ
う
0

確
か
に
拡
大
し
っ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
部
日
本
の
方
言

は
、
東
と
西
と
の
言
語
の
せ
め
ぎ
あ
い
を
常
に
受
け
て
'
ゆ
れ
動
い

て
い
る
の
で
へ
こ
の
地
域
で
発
生
し
た
新
し
い
敬
語
補
助
動
詞
の
「
～

テ
ミ
エ
ル
」
が
'
四
周
へ
広
が
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
か
ね
る
。
少

な
-
と
も
、
愛
知
県
と
岐
阜
県
と
を
中
核
地
と
し
て
、
分
布
が
四
散

し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
。

五
'
敬
語
動
詞
の
補
助
動
詞
化

図
1
、
2
へ
　
3
に
つ
い
て
、
特
に
歴
史
的
法
則
と
し
て
の
「
敬
語



動
詞
の
補
助
動
詞
化
」
を
考
え
な
-
て
は
、
合
理
的
な
説
明
が
で
き

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
へ
　
以
下
に
詳
し
-
述
べ
た
い
。

「
行
-
」
　
の
敬
語
動
詞
に
、
当
該
地
方
で
は
、
a
～
d

a
、
ゴ
ザ
ル

b
t
　
オ
イ
デ
ル

c
t
　
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル

d
t
　
ミ
エ
ル

の
四
つ
の
語
形
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。

(
表
1
参
照
)
　
老
年
層
で
よ
-
使
用

さ
れ
る
の
は
、
格
調
の
高
い
　
「
ゴ
ザ

ル
」
と
親
愛
の
「
オ
イ
デ
ル
」
　
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、

△
お
寺
の
住
職
さ
ん
が
苛
ハ
~
列
。

(
行
か
れ
た
'
来
ら
れ
た
'
居
ら
れ
た
)

△
市
長
さ
ん
が
東
京
へ
劃
列
。

(
行
か
れ
た
'
来
ら
れ
た
'
居
ら
れ
た
)

の
よ
う
に
言
え
ば
、
古
老
の
慰
惣
な

言
い
方
と
見
て
と
ら
れ
る
。
「
ゴ
ザ

ル
」
や
「
オ
イ
デ
ル
」
　
に
は
'
何
か

し
ら
古
態
の
気
風
が
感
じ
ら
れ
'
若

訂 豊
古 さ 新 しさ 卑俗 さ 格 調

よそこと

ばらしさ

ていね

いさ

ゴ ザ ル + - - + - +

オ イ デ ル + - + - - 十

イラツシャル - + - + + +

ミ エ ル - + - + - +

で
は
必
ず
し
も
高
い
と
は
見
な
し
て
い
な
い
。
中
部
地
方
と
い
う
緩

衝
地
帯
に
は
'
様
々
な
異
語
形
が
存
在
し
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、

「
オ
イ
デ
ル
」
が
東
方
へ
進
出
で
き
ず
に
足
踏
み
し
て
い
る
状
況
は

注
目
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
中
で
、
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
と
「
ミ
エ
ル
」
は
'
新
鮮

な
イ
メ
ー
ジ
で
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
*

「
来
ら
っ
シ
ャ
ル
」
注
8
や
*
「
死
な
っ
シ
ャ
ツ
タ
」
な
ど
は
古
め
か
し

い
「
シ
ャ
ル
」
こ
と
ば
だ
と
見
ら
れ
て
い
て
も
'
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」

だ
け
は
新
し
い
と
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
へ
　
不
思
議
で
あ

る
。
又
、
「
ミ
エ
ル
」
も
、
東
京
方
言
に
も
同
様
の
用
法
が
あ
る
の

で
'
好
ま
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ

れ
ら
は
、

△
今
か
ら
ど
ち
ら
の
百
貨
店
へ
'
イ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
マ
ス
の
?
　
(
行

か
れ
る
の
?
)

10

者
に
は
使
い
に
-
い
語
形
に
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
ゴ

ザ
ル
」
注
5
は
中
世
の
言
葉
で
あ
り
'
「
オ
イ
デ
ル
」
柱
6
は
江
戸
時
代

以
後
の
言
葉
と
さ
れ
る
が
'
使
い
方
に
偏
向
が
見
ら
れ
る
。
関
西
の

方
面
で
は
'
「
オ
イ
デ
ル
」
を
高
い
待
遇
語
と
見
な
す
が
、
関
東
注
7

△
こ
れ
か
ら
お
ミ
エ
ニ
ナ
ル
ん
で
す
か
?
(
行
か
れ
る
の
で
す
か
?
)

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
、
少
し
ハ
イ
カ
ラ
な
感
じ
の
も
の
言
い
と
さ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
'
若
い
人
に
と
っ
て
も
'
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」

「
ミ
エ
ル
」
は
慣
じ
み
の
深
い
語
形
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
へ
　
こ
れ
ら
の
敬
語
動
詞
が
親
し
い
慣
用
の
末
に
、
補
助

動
詞
化
し
て
'
運
用
の
幅
を
広
げ
へ
　
よ
り
細
や
か
に
心
情
を
表
そ
う

と
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
ゴ
ザ
ル
」
か
ら
「
～
デ
ゴ
ザ
ル
」
　
へ

「
オ
イ
デ
ル
」
か
ら
「
～
テ
オ
イ
デ
ル
」
　
へ

「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
か
ら
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
　
へ



が
の
「
ゴ
ザ
ル
」
か
ら
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
へ
の
推
移
は
'
す
で
に

早
-
中
世
に
用
例
が
見
ら
れ
、
当
該
地
方
で
も
、
双
方
の
言
い
方
が

盛
ん
に
聞
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、

、
(
.
∴
¥
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-
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_
'
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∴
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~
可
わ
し

(
困
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
。
)

△
夕
方
遅
-
ま
で
あ
の
人
は
仕
事
し
列
剖
功
勅
。

(
仕
事
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
)

I
u
△
先
生
が
習
字
を
青
い
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
o
　
(
書
い
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。
)

△
和
尚
さ
ん
が
ゆ
っ
-
り
歩
い
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ツ
タ
。
(
歩
い

て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
)

△
ど
こ
へ
行
っ
テ
ゴ
ザ
ッ
タ
な
、
先
生
!

(
行
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
?
先
生
!
)

の
よ
う
に
'
上
位
に
待
遇
す
る
場
合
の
古
め
か
し
い
敬
語
と
し
て
'

補
助
動
詞
の
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
、
「
～
テ
オ
イ
デ
ル
」
も
古
め
か
し
い
語
感
が
あ
る
。
「
～
テ

オ
イ
デ
ル
」
　
は
、

げ
△
先
生
が
採
点
し
テ
オ
イ
デ
タ
よ
。
(
採
点
し
て
い
ら
し
た
よ
。
)

△
お
寺
の
奥
さ
ん
が
庭
の
清
掃
を
し
テ
オ
イ
デ
タ
わ
。
(
し
て

い
ら
し
た
よ
。
)

△
坊
や
、
豆
腐
を
買
っ
劃
。
(
買
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
)

の
よ
う
に
'
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
よ
り
も
へ
　
ぎ
っ
-
ば
ら
ん
な
感
じ
が

醸
成
さ
れ
る
。
少
し
-
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
で
も
使
用
で
き
る
の
で
、

児
童
に
対
し
て
も
の
を
言
い
つ
け
る
と
き
に
も
使
っ
た
り
す
る
。
こ

ん
な
場
合
に
'
「
～
買
っ
て
ゴ
ザ
ル
」
　
と
は
言
え
な
い
。
こ
ん
な
ち

が
い
が
、
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
注
9
と
「
～
テ
オ
イ
デ
ル
」
　
の
本
然
的
な

ち
が
い
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
次
に
、
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

△
坊
や
、
急
い
で
走
っ
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
。
(
走
っ
テ
ィ
ラ
ッ

シ
ャ
イ
。
)

上
位
に
待
遇
す
る
表
現
に
も
、
下
位
に
待
遇
す
る
表
現
に
も
、
「
～

テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
は
頻
用
さ
れ
る
。
東
京
方
言
の
使
い
方
と
同
じ

で
あ
る
。
た
だ
し
'
こ
の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
は
当
該
地
方
の

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
'
「
新
し
が
り
や
」
　
の
「
き
ざ
な
言
い
方
」
　
と

い
う
感
じ
が
し
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
へ
　
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」

や
「
～
テ
オ
イ
デ
ル
」
　
の
言
い
方
が
無
難
と
さ
れ
は
し
な
い
か
。
こ

の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
は
'
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
東
京
方
言

*
x
z

の
真
似
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
'
「
粋
が
っ
て
い
る
」
と
見
ら
れ

な
い
わ
け
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
へ
　
そ
ら
ぞ
ら
し
い
敬
語
を
使
う
t

と
敬
遠
さ
れ
か
ね
な
い
。
「
行
カ
ッ
シ
ャ
イ
」
や
「
食
ベ
ラ
ッ
シ
ャ

イ
」
へ
　
「
寝
ラ
ッ
シ
ャ
イ
」
は
'
当
該
地
域
で
の
古
風
な
も
の
言
い
と

さ
れ
て
い
る
の
に
、
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
は
東
京
方
言
に
色
濃

い
も
の
の
へ
　
こ
の
地
方
で
は
疎
遠
で
あ
る
た
め
に
、
よ
そ
こ
と
ば
の

イ
メ
ー
ジ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
'
こ
の
よ
う
な
ち
が
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
敬
語
補
助
動
詞
相

互
に
は
存
在
す
る
も
の
の
へ
　
併
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

j
I
α
「
J
I
J
エ
ル
」
か
ら
「
～
テ
J
J
J
エ
ル
」
　
へ

東
京
方
言
に
も
'
「
行
-
」
「
来
る
」
「
居
る
」
を
「
ミ
エ
ル
　
(
見

Ill



え
る
)
」
敬
語
動
詞
で
表
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
共
通
語
と
し
て

普
段
に
使
う
我
々
の
日
本
語
で
も
、
「
ど
こ
に
行
-
か
」
　
と
い
う
と

き
に
、
「
ど
ち
ら
に
お
見
え
に
な
り
ま
す
か
?
」
と
尋
ね
た
り
す
る
。

こ
の
よ
う
な
「
ミ
エ
ル
」
は
'
日
本
中
ど
こ
で
も
通
用
す
る
も
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
が
、
そ
の
敬
語
動
詞
「
ミ
エ
ル
」
が
補
助
動
詞
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
少
し
事
情
が
ち
が
っ
て
-
る
。

た
と
え
ば
へ

げ
△
和
尚
さ
ん
は
お
元
気
デ
ミ
エ
マ
ス
か
?
　
(
お
元
気
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
か
?
)

△
先
生
は
学
校
へ
行
っ
テ
ミ
エ
マ
ス
か
?
(
行
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
か
?
)

△
坊
や
は
遊
び
つ
か
れ
て
'
休
ん
叫
m
J
、
~
茸
~
叫
の
?
(
休
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
?
)

の
よ
う
に
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
は
使
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
へ
　
こ
の
「
～

テ
ミ
エ
ル
」
　
の
命
令
形
は
存
在
し
な
い
。
「
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
」
や

「
～
テ
オ
イ
デ
」
に
は
命
令
形
が
存
在
し
た
の
に
へ
　
こ
の
「
～
テ
ミ

エ
ル
」
　
に
は
、
そ
れ
が
な
い
。
ち
ょ
う
ど
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
　
の
命
令

形
が
当
地
方
に
は
存
在
し
な
い
の
と
共
通
し
て
い
る
。
日
本
の
各
地

に
は
、
「
～
テ
ゴ
ザ
イ
ン
」
と
か
　
「
～
テ
ゴ
ザ
レ
」
　
と
か
の
命
令
形

を
も
つ
地
域
も
知
ら
れ
て
い
る
が
'
少
な
-
と
も
へ
　
中
部
地
方
西
部

に
は
、
そ
れ
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
へ
　
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

は
　
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
と
同
じ
文
法
的
な
振
る
ま
い
を
す
る
と
見
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
が
も
は
や
古
め
か
し

す
ぎ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
は
、
新
鮮
で
あ
る
。

江
戸
時
代
以
降
の
使
用
が
『
未
刊
名
古
屋
小
説
袋
竃
1
 
0
な
ど
で
確
認

で
き
る
し
、
図
1
の
少
年
女
子
が
日
常
語
と
し
て
今
日
で
も
頻
用
し

て
い
る
実
態
に
よ
っ
て
も
'
こ
の
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
の
み
ず
み
ず
し

さ
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
群
雄
割
拠
の
姿
を
見
る
と
'
中
部
日
本
の
敬
語
補

助
動
詞
の
動
向
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
心
配
に
な
っ
て
-

る
。
少
な
-
と
も
へ
　
「
～
テ
ゴ
ザ
ル
」
　
と
　
「
～
テ
オ
イ
デ
ル
」
　
は
古

め
か
し
い
も
の
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
、
衰
退
し
て
い
-
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
は
図
1
や
図
2
や
図
3
で
確

か
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
い
や
し
-
も
「
古
め
か
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
全
-
持
た
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
'
容
易
に
捨
て
去
ら
れ
る

と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
へ
如
上
の
考
察
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
歴

史
的
法
則
に
従
っ
た
合
自
然
な
造
語
法
に
よ
っ
て
へ
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」

が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
へ
　
使
用
者
に
も
、
新
取
の
気
概
さ
え
見

て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
部
方
言
の
独
自
の
気
質
を
意
識

し
は
じ
め
る
と
、
東
京
方
言
の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
　
に
対
立
し

て
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
を
使
用
し
て
も
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意

地
も
生
じ
て
来
よ
う
。
近
攻
で
は
'
「
～
テ
ハ
ル
」
と
言
う
で
は
な

い
か
t
と
開
き
直
る
庶
民
意
識
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
'

東
京
方
言
と
近
畿
方
言
と
の
仲
間
に
在
っ
て
、
ひ
よ
り
兄
を
し
て
き

た
中
部
方
言
に
は
、
主
体
的
な
主
張
が
明
確
に
あ
る
と
も
言
え
ず
'

結
果
が
'
こ
う
で
あ
っ
た
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
も
図
1
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
少
年
層
で
は
し
っ
か
り
と
「
～

IB



テ
ミ
エ
ル
」
を
堅
持
し
て
い
る
が
'
世
間
を
広
-
知
っ
た
成
人
男
女

は
'
図
2
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
　
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
も
使
う
が
、
他

の
敬
謡
(
結
局
は
、
東
京
方
言
の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
の
使
用

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
)
　
を
も
併
せ
て
使
う
と
い
う
回
答
に
な
る

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
中
郡
日
本
で
は
'
敬
語
動
詞
の
「
ゴ
ザ
ル
」
「
オ
イ
デ

ル
」
「
イ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
「
ミ
エ
ル
」
が
全
て
補
助
動
詞
化
し
、
そ
の

中
で
最
も
新
し
い
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
隆
盛
な
分
布
を
示
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
が
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
他
の
三
事
象
の
分
布
領
域
や

意
味
用
法
を
も
侵
す
所
ま
で
伸
展
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

六
も
　
お
わ
り
に

新
し
い
敬
語
の
補
助
動
詞
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
の
隆
盛
な
分
布
の
意

味
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
言
語
法
則
を
優
先
さ
せ
れ
ば
、
「
ミ

エ
ル
」
>
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
へ
の
歴
史
的
変
化
の
普
遍
化
の
た
め
に
へ

分
布
は
急
速
に
拡
大
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に

は
な
ら
な
か
っ
た
。
首
都
の
言
語
が
地
方
へ
拡
散
伝
播
す
る
と
い
う

法
則
の
方
が
力
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
～
テ
ィ
ラ
シ
ャ
ル
」

の
言
い
方
が
東
日
本
地
方
を
中
心
に
す
こ
ぶ
る
盛
ん
で
あ
り
、
そ
の

猛
威
を
受
け
て
、
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
は
萎
縮
し
か
け
て
い
る
か
と
さ

え
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
'
歴
史
を
買
-
縦
の
線
の

代
表
で
あ
る
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
が
政
治
の
時
勢
の
力
の
象
徴
で
あ
る

と
こ
ろ
の
東
京
方
言
の
「
～
テ
ィ
ラ
ッ
シ
ャ
ル
」
と
抗
争
し
合
い
へ

縦
と
横
と
の
せ
め
ぎ
合
い
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
筆
者

は
'
〟
政
治
に
よ
る
歴
史
的
変
化
阻
止
の
原
則
″
と
言
う
こ
と
に
し

た
い
。
図
の
1
　
2
、
3
は
、
正
に
現
代
に
お
け
る
天
下
分
け
目
の

戦
い
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注
-
　
こ
れ
は
東
京
方
言
に
も
近
機
方
言
に
も
見
ら
れ
な
い
た
め
に
、

国
語
史
研
究
上
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

注
2
　
名
古
屋
地
方
で
の
「
見
え
る
」
敬
語
に
つ
い
て
、
文
献
上
の

用
例
を
、
「
名
古
屋
方
言
の
補
助
動
詞
「
～
て
み
え
る
」
が
な

ぜ
全
国
に
波
及
す
る
兆
し
を
見
せ
る
の
か
」
　
(
「
愛
媛
国
語
学
研

究
』
　
I
へ
　
1
九
九
五
年
八
月
)
　
に
記
し
て
お
い
た
。
こ
の
論
文

は
'
『
日
本
語
学
論
説
資
料
』
　
3
2
、
第
2
分
冊
(
国
語
史
へ
　
方

言
)
　
1
九
九
五
年
(
平
成
七
年
)
へ
論
説
資
料
保
存
会
)
　
に
再

録
さ
れ
て
い
る
。

注
3
　
愛
知
県
・
岐
阜
県
地
方
の
成
人
や
少
年
た
ち
は
、
「
見
え
る
」

敬
語
や
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
補
助
動
詞
が
当
該
地
方
の
特
色
を
な

す
方
言
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
、
こ
れ
を
使
用
し
て
い
る
。

注
4
　
沖
裕
子
氏
、
篠
崎
晃
一
氏
、
高
橋
顕
志
氏
'
井
上
史
雄
氏
ら

に
諸
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
'
「
～
テ
ミ
エ
ル
」
　
に
言
及
し
た

考
察
は
管
見
に
及
ぶ
か
ぎ
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

注
5
　
ゴ
ザ
ル
は
、
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
『
邦
訳
自

衛
辞
書
A
に
　
(
G
o
z
a
r
i
,
u
,
a
t
t
a
.
ゴ
ザ
リ
、
ル
、
ツ
タ
(
御

座
り
'
る
'
つ
た
)
尊
敬
す
べ
き
人
が
行
-
、
来
る
へ
　
[
-
の

状
態
・
位
置
に
]
あ
る
、
居
る
、
あ
る
い
は
へ
　
[
質
的
に
-
で
]
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あ
る
。
)
　
と
あ
る
。

注
6
　
オ
イ
デ
ル
「
さ
て
は
御
ゆ
さ
ん
に
叫
川
~
刊
て
御
ざ
あ
る
か
」

(
虚
清
狂
言
・
禁
野
)

江
戸
時
代
の
滑
稽
本
や
人
情
本
に
は
「
オ
イ
デ
ナ
サ
イ
、
オ

イ
デ
ナ
サ
ル
'
オ
イ
デ
ニ
ナ
ル
」
　
の
諸
用
例
が
頻
出
す
る
。
し

か
し
'
通
俗
的
で
品
位
の
低
い
も
の
と
の
意
識
が
読
み
と
れ
る
。

注
7
　
オ
イ
デ
ル
の
敬
語
意
識
に
つ
い
て
、
か
つ
て
、
林
大
先
生
か

ら
貴
重
な
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
を
成
す

上
で
、
林
大
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
コ
メ
ン
ト
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ

て
い
る
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

注
8
　
*
印
を
付
け
た
語
形
は
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

示
す
。

注
9
　
ゴ
ザ
ル
が
男
言
葉
、
オ
イ
デ
ル
が
女
言
葉
と
で
も
分
類
で
き

そ
う
な
差
が
あ
る
。
必
ず
し
も
ゴ
ザ
ル
を
女
が
使
わ
な
い
の
で

は
な
い
が
、
オ
イ
デ
ル
を
男
が
使
い
に
-
い
と
い
う
感
じ
は
あ

る
よ
う
だ
。
～
デ
ゴ
ザ
ル
や
～
デ
オ
イ
デ
ル
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

注
1
0
　
「
し
か
し
'
こ
こ
ハ
去
年
よ
め
入
し
て
見
へ
た
か
ら
'
其
の

ま
へ
の
事
は
し
れ
ん
。
」
　
(
滑
稽
祇
園
守
)
　
と
あ
り
、
補
助
動
詞

の
用
法
が
見
ら
れ
る
。
江
戸
で
は
、
「
行
く
'
来
る
、
居
る
」

の
敬
語
と
し
て
の
「
見
え
る
」
は
存
し
た
が
、
ま
だ
補
助
動
詞

化
し
た
敬
語
の
用
法
は
見
ら
れ
な
い
。
名
古
屋
で
は
、
江
戸
に

先
が
け
て
、
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
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