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平
成
十
七
年 

七
月
二
七
日 

梅
田 

径 
 

（
＊
）
原
則
と
し
て
勉
強
会
時
の
ま
ま
だ
が
、
注
意
と
し
て
、
こ
れ
はH

P

掲
載
用
の
原
稿
で
あ
り
、
別
紙

に
参
考
資
料
を
用
意
し
て
あ
る
。
そ
ち
ら
はH

P

で
は
見
れ
な
い
こ
と
を
承
知
さ
れ
た
し
。 

  

は
じ
め
に 

 

１
．
テ
キ
ス
ト 

テ
キ
ス
ト
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。 

テ
キ
ス
ト
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
、
と
問
い
か
け
る
こ
の
姿
勢
は
な
ん
な
の
だ
ろ
う
。 

私
達
は
、
ど
ん
な
権
威
で
、
ど
の
視
座
で
、
ど
ん
な
立
場
に
い
る
こ
と
で
、
こ
の
問
い
を
発
す
る
と
い

う
の
だ
ろ
う
。
私
達
は
目
の
前
に
あ
る
こ
の
書
物
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
権
威
を
も
っ
て
こ
の
問
い
を

発
し
う
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。 

あ
な
た
が
持
っ
て
い
る
本
と
、
私
が
持
っ
て
い
る
本
。
同
じ
タ
イ
ト
ル
、
同
じ
著
作
者
、
同
じ
出
版
社
、

同
じ
記
号
の
連
續
。
わ
た
し
と
あ
な
た
は
、
同
じ
本
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
担
保
に
し
て
、
そ
の
本
に
つ

い
て
語
る
か
も
し
れ
な
い
。 

あ
な
た
は
、
私
と
同
じ
本
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
だ
ろ
う
か
。 

 

こ
こ
で
私
は
ひ
と
つ
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

同
じ
記
号
を
持
つ
本
と
は
、
同
じ
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
意
味
内
容
の
書
物
を
さ
す
の
だ
か
ら
。 

し
か
し
、
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
あ
り
え
る
と
私
達
は
自
然
に
考
え
て
い
る
。
ま
っ
た

く
同
じ
意
味
内
容
の
書
物
を
現
出
さ
せ
て
い
る
も
の
。
そ
れ
は
夲
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
だ
。
出
版
社
で
あ
り
、

外
装
で
あ
り
、
カ
バ
ー
で
あ
り
、
装
丁
で
あ
り
、
何
よ
り
も
、
一
言
一
句
た
が
わ
ず
同
じ
記
号
を
印
刷
す

る
、
活
版
印
刷
の
書
物
で
あ
る
。 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
活
版
印
刷
が
な
か
っ
た
時
代
―
―
と
い
う
言
い
方
は
語
弊
が
あ
る
が
―
―
に
は
、

そ
ん
な
も
の
は
夢
の
ま
た
夢
だ
っ
た
。
書
写
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
大
系
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
が
、
そ

こ
に
は
常
に
「
不
純
な
記
号
」
が
紛
れ
込
み
「
必
須
の
記
号
」
が
磨
耗
し
て
い
く
。 

そ
の
果
て
、
現
在
の
日
本
に
残
っ
て
い
る
大
半
の
書
写
メ
デ
ィ
ア
は
、
磨
耗
し
た
記
号
の
羅
列
に
す
ぎ

な
い
場
合
も
多
い
。
も
っ
と
言
お
う
。
解
釈
が
不
可
能
な
ほ
ど
損
壊
し
た
本
文
は
数
多
く
存
在
す
る
。
テ

ク
ス
ト
を
目
前
に
投
機
さ
れ
た
本
文
と
す
る
論
理
は
、
本
文
破
損
と
い
う
現
実
的
な
暴
力
が
許
さ
な
い
の

で
あ
る
。1 

                              

                    

 
1 

当
然
異
論
も
あ
る
『
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
』
石
原
千
秋 



 2 

そ
れ
で
も
古
代
の
人
々
は
、
そ
の
「
誤
写
」
も
ま
た
テ
ク
ス
ト
の
連
続
性
を
担
保
し
う
る
と
考
え
て
い

た
。
仮
名
遣
い
や
漢
字
は
年
中
書
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
も
ま
た
記
号
を
連
続
さ
せ
る
要
素

だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。 

だ
が
注
意
し
よ
う
。
記
号
の
連
続
性
を
担
保
し
て
い
る
も
の
が
「
文
字
」
で
あ
り
「
音
」
で
あ
る
と
い

う
解
釈
は
、
日
本
語
と
い
う
言
語
形
態
が
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
る
。
中
国
語
で
は
、
一
字
の

違
い
が
書
写
の
論
理
を
崩
壊
さ
せ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
校
訂
な
ど
の
作
業
に
よ
っ
て
本
文
の
純
粋
さ
を
保
と

う
と
し
て
い
た
が
）
。 

と
ま
れ
、
日
本
語
で
は
「
音
」
の
連
続
性
が
あ
れ
ば
、
最
低
限
の
記
号
の
連
續
は
保
た
れ
る
と
自
然
に

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
、
わ
り
と
重
要
。 

 

テ
ク
ス
ト
の
論
理
を
支
え
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
解
釈
可
能
な
本
文
の
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、
誤
読

と
い
う
タ
ー
ム
を
導
入
し
て
い
る
と
は
い
え
、
テ
ク
ス
ト
論
は
破
損
し
混
乱
し
た
本
文
に
対
し
て
も
、
言

葉
一
つ
で
自
分
の
立
場
を
宣
言
し
う
る
。
目
の
前
に
投
企
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
も
ま
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、

解
釈
の
対
象
で
あ
る
と
。 

だ
が
、
こ
の
裏
に
は
近
代
的
メ
デ
ィ
ア
に
依
拠
す
る
印
刷
の
存
在
と
、
印
刷
と
複
製
に
よ
っ
て
記
号
の

等
質
を
保
証
さ
れ
て
い
る
現
在
を
受
け
入
れ
る
我
々
読
者
の
存
在
が
あ
る
。
私
達
は
そ
の
意
味
で
「
現
在
」

か
ら
抜
け
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
冩
本
の
世
紀
に
生
き
て
い
な
い
。
そ
の
時
の
言
葉
を
生
き
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
わ
か
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
意
味
で
の
「
文
学
研
究
」
と
は
、
た
だ
読
む
こ
と
で
は
な
い
。
論
文
を
書
く
こ
と
？ 

そ
う
か
も
し
え
れ
な
い
し
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
研
究
」
に
お
い
て
は
、
禁
則
が
二
つ
あ
る

だ
け
で
あ
る
。 

 

ひ
と
つ
は
、
パ
ク
リ
を
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

ひ
と
つ
は
、
指
摘
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
う
し
た
研
究
の
も
っ
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
な
成
果
を
、
あ
え
て
何
か
限
定
的
な
こ
と
ば
で
い
う
な
ら
ば
、

「
誤
読
」
を
徹
底
し
て
避
け
る
仕
事
（
注
釈
）
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
つ
あ
げ
る
な
ら
ば
、

も
っ
と
も
妥
当
な
意
味
で
の
評
価
判
断
（
文
学
史
、
観
賞
）
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
妥
当
性
を
担
保
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
作
品
の
作
者
へ
の
還
元
、
作
者
論
で
あ
り
、
こ

う
し
た
作
家
論
の
弊
害
を
打
破
し
て
い
く
方
法
の
ひ
と
つ
が
テ
ク
ス
ト
論
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
余
計
な
話
。 

 

こ
れ
か
ら
読
む
の
は
「
古
典
文
学
」
で
あ
る
。
私
達
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
、
ど
ん
な
権
威
を
も
っ
て
、

ど
の
視
座
で
、
ど
の
立
場
を
選
ぶ
の
か
。
そ
れ
を
ま
ず
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
で
あ
れ
近
代
で

あ
れ
、
時
間
軸
の
彼
方
？ 

「
忘
却
の
穴
」
か
？ 

向
こ
う
側
に
切
り
離
さ
れ
た
過
去
に
向
き
合
う
と
き
、

私
達
は
古
代
に
接
近
す
る
た
め
の
努
力
を
す
る
の
か
、
そ
う
し
た
努
力
を
忘
れ
る
の
か
。 

 

そ
ん
な
視
座
の
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
。
勉
強
会
に
参
加
さ
れ
る
人
が
、
ど
の
よ
う
な
立
場
に
た
つ
か

は
し
ら
な
い
。
た
だ
、
参
考
に
な
る
よ
う
な
何
か
を
提
供
で
き
た
ら
、
こ
の
勉
強
会
は
成
功
だ
。 

 

な
ぜ
か
。 

『
土
佐
日
記
』
を
読
む
仕
事
に
は
そ
ん
な
問
い
か
け
つ
い
て
回
る
か
ら
だ
。 
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 ２
．
研
究
の
手
順
。 

 

『
土
佐
日
記
』
を
考
え
る
前
に
、
こ
の
作
品
の
背
景
や
研
究
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た

い
。 

 

ま
た
、
簡
単
に
文
学
研
究
と
い
う
も
の
を
概
説
し
て
お
こ
う
。 

 

土
佐
日
記
の
歴
史
的
背
景
の
把
握
は
、
作
品
研
究
の
ど
こ
ら
へ
ん
に
あ
る
の
か
。 

 

古
典
文
学
の
研
究
段
階
の
、
も
っ
と
も
ベ
タ
な
流
れ
を
簡
単
に
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。 

① 

本
文
研
究
・
本
文
回
復
。 

② 

作
者
研
究
。 

③ 

作
品
研
究
（
作
品
史
研
究
）
↓
解
釈
・
観
賞
。 

 
 
 
 

方
法
↓
言
説
分
析
、
内
容
分
析
、
構
造
（
造
詣
）
分
析
、
脱
構
築
、Etc

。 
 
 
 
 

目
的
↓
作
品
分
析
、
観
賞
、
事
実
考
證
、
課
題
提
出
、
読
解
、
資
料
整
理
。 

④ 

文
学
史
的
評
価
。 

 

『
土
佐
日
記
』
は
従
来
も
は
や
や
り
つ
く
さ
れ
た
感
の
あ
る
作
品
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
研
究
段
階
に
お

い
て
も
最
大
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
『
日
記
文
学
事
典
』
で
あ
り
、

や
や
古
い
が
『
土
佐
日
記
全
釈
』
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
現
在
こ
れ
ら
の
研
究
に
た
い
し
て
重
大
な
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
に
③

の
段
階
に
お
い
て
、
従
来
研
究
が
終
わ
っ
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
諸
問
題
に
対
し
て
再
び
問
題
が
浮
上
し
て

い
る
事
態
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
①
と
②
の
段
階
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明

し
て
お
こ
う
。 

 

『
土
佐
日
記
』
を
「
知
る
」
。 

 

３
．
土
佐
日
記
の
書
誌
。 

 

『
土
佐
日
記
』
が
、
他
の
ど
の
古
典
文
学
と
も
異
な
る
点
は
、
こ
の
本
文
と
い
う
最
も
基
本
的
に
し
て

重
要
な
部
位
に
関
連
す
る
。
冒
頭
で
「
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
概
念
の
近
代
性
に
つ
い
て
述
べ
た
の
も
、
実

は
こ
こ
に
由
来
す
る
の
だ
。 

 

古
典
文
学
の
書
誌
に
つ
い
て
は
専
門
家
以
外
基
本
的
に
は
必
要
な
い
。
が
、
一
応
は
こ
う
な
る
。 

 

①
「
ほ
と
ん
ど
の
作
品
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
さ
れ
る
本
文
は
た
い
て
い
存
在
し
て
い
な
い
」 

②
「
作
品
の
本
文
は
大
抵
冩
本
別
に
異
な
る
。
そ
れ
ら
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
作
業
を
「
校
合
」
と
い

い
、
日
本
で
は
「
書
誌
文
献
学
」
が
そ
れ
に
当
た
る
学
術
分
野
で
あ
る
」 

③
「
書
誌
文
献
学
的
な
発
想
は
昭
和
初
期
に
入
っ
て
か
ら
池
田
龜
鑑
な
ど
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
そ
の
成

果
の
最
た
る
も
の
が
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
で
あ
る
」 

 

い
さ
さ
か
余
計
な
話
し
だ
が
、
江
戸
時
代
で
は
古
典
の
享
受
が
き
わ
め
て
広
く
行
わ
れ
た
。
そ
の
膨
大
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な
享
受
を
さ
さ
え
た
の
は
版
本
と
い
う
出
版
印
刷
の
メ
デ
ィ
ア
だ
っ
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
メ
デ
ィ

ア
ご
と
に
何
を
底
本
と
す
る
か
は
ま
ち
ま
ち
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
読
解
者
が
、
他
の
読
解
者
と
同
じ
見
解

を
出
し
う
る
た
め
の
本
文
の
整
合
性
は
少
し
し
か
保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
れ
で
も
、
同

記
号
の
書
物
を
あ
る
程
度
の
量
提
出
で
き
る
と
い
う
強
み
は
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
。
均
質
化
さ
れ
た
知
識
の

普
及
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
） 

版
本
以
前
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
冩
本
の
時
代
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冩
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
そ
れ
自

体
誤
謬
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
れ
ば
、
誤
謬
を
正

当
と
主
張
す
る
「
テ
キ
ス
ト
の
権
威
化
」
が
行
わ
れ
る
の
も
必
然
で
あ
っ
た
。 

例
え
ば
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
「
家
の
本
」
と
い
う
理
念
が
あ
っ
た
。
各
々
の
家
が
「
証
本
」
を

も
ち
、
証
本
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
家
と
学
を
権
威
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
く
だ
く

だ
し
い
議
論
は
暇
が
あ
っ
た
ら
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
で
は
ど
う
か
。 

『
土
佐
日
記
』
の
原
本
書
誌
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
る
の
は
、
現
在
『
土
佐
日
記
』

の
粗
笨
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

し
か
し
、
『
土
佐
日
記
』
の
「
本
文
回
復
」
は
、
他
の
文
学
作
品
で
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
の
成
功
を
収
め

て
い
る
。
今
回
と
り
あ
げ
る
範
疇
で
こ
と
に
重
要
な
書
誌
学
意
義
は
、
「
ほ
ぼ
平
安
時
代
の
仮
名
遣
い
が
わ

か
る
」
と
い
う
点
に
存
ず
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
『
古
典
文
学
に
お
け
る
批
判

的
処
置
』
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。
（
読
む
だ
け
の
氣
力
が
あ
れ
ば
だ
が
） 

な
か
で
も
重
要
な
要
素
は
以
下
の
数
点
で
あ
る
。
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
に
よ
る
。 

①
．
室
町
初
期
ま
で
貫
之
自
筆
本
と
さ
れ
る
粗
夲
が
殘
存
。 

②
．
現
在
残
っ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
、
特
に
粗
夲
を
書
写
し
た
も
の
は
定
家
自
筆
本
お
よ
び
為
家

自
筆
本
で
あ
る
が
、
こ
の
ニ
書
は
ま
っ
た
く
異
な
る
本
文
を
も
つ
。 

③
．
為
家
自
筆
本
は
現
在
閲
覧
禁
止
で
あ
る
が
、
そ
の
忠
実
な
る
系
列
本
で
あ
る
青
谿
書
屋
本
が
あ

る
。 

④
．
青
谿
書
屋
本
は
、
ほ
ぼ
正
確
な
貫
之
本
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
定
家
本
は
誤
写
が
多
い
。 

 

４
．
土
佐
日
記
を
書
い
た
人
。 

 

中
身
に
入
る
前
に
、
つ
い
で
、
作
家
研
究
で
あ
る
。 

『
土
佐
日
記
』
を
書
い
た
人
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
「
著
者
」 

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
紀
貫
之
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
が
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
で
あ
る
根
拠
は
二
つ
。 

 

ひ
と
つ
は
前
記
の
定
家
本
、
家
屋
本
の
奥
書
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は 

 

貫
之
の
人
生
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
三
点
。 

①
．
古
今
和
歌
集
の
選
者
で
あ
る
こ
と
。 

②
．
晩
年
に
土
佐
の
守
に
な
っ
た
こ
と
。
政
治
的
に
は
大
成
し
な
か
っ
た
こ
と
。 

③
．
現
在
残
る
作
品
は
『
古
今
和
歌
集
』
『
土
佐
日
記
』
『
貫
之
集
』
お
よ
び
そ
の
他
の
文
献
に
引
用
さ
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れ
る
和
歌
で
あ
る
こ
と
。 

④
．
晩
年
に
な
り
『
土
佐
日
記
』
を
書
き
あ
ら
わ
し
た
ら
し
い
こ
と
。 

  

あ
た
り
を
踏
ま
え
て
お
い
て
く
れ
れ
ば
よ
い
。
ま
た
彼
が
好
み
多
く
作
っ
た
「
和
歌
」
の
特
徴
を
踏
ま

え
る
な
ら
、
二
つ
。 

 

①
貫
之
語
と
で
も
い
う
べ
き
、
独
自
な
語
彙
の
使
用
。 

②
作
中
主
体
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
。
（
女
性
、
子
供
、
鹿
、
聞
く
人
な
ど
な
ど
）
。 

 

ま
た
、
貫
之
の
仕
事
と
し
て
多
く
「
屏
風
歌
」
と
い
う
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
②
に
つ
い
て
は
屏
風
歌

と
い
う
も
の
の
性
質
が
重
要
な
の
だ
が
、
屏
風
歌
に
つ
い
て
は
必
要
が
あ
れ
ば
説
明
す
る
と
し
よ
う
。 

 

５
．
土
佐
日
記
の
内
容 

 

『
土
佐
日
記
』
の
構
成
や
主
題
に
つ
い
て
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
よ
う
。 

 

内
容
と
し
て
は
、
「
先
の
土
佐
の
守
」
が
、
歸
京
す
る
ま
で
の
五
十
五
日
間
を
、
任
務
交
替
の
引
継
ぎ
の

こ
と
や
土
地
の
人
と
の
惜
別
を
記
し
、
船
旅
に
は
い
る
。
場
所
は
多
く
海
。
隨
所
に
和
歌
を
織
り
込
み
つ

つ
、
悪
天
候
、
海
賊
、
海
路
な
ど
に
怯
え
、
旅
の
無
聊
を
か
こ
つ
か
の
よ
う
な
舶
人
と
の
対
話
、
歌
論
的

批
評
、
忘
兒
追
慕
な
ど
を
記
し
、
京
の
自
宅
に
つ
い
た
と
こ
ろ
で
筆
を
置
く
。 

 

五
十
五
日
間
全
て
に
記
録
が
あ
る
日
次
記
で
あ
る
。
ま
た
和
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
抑
え
て
お
こ

う
。 主

題
と
し
て
は
、
『
日
記
文
学
事
典
』
に
よ
る
と
主
題
を
一
点
に
絞
る
の
は
難
し
い
が
、
萩
谷
朴
『
土
佐

日
記
全
釋
』
が
歌
論
展
開
、
社
会
風
刺
、
自
己
反
照
の
み
っ
つ
が
テ
ー
マ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

単
純
に
い
っ
て
「
主
題
」
が
「
複
数
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
主
題
論
と
い
う
問
題
設
定
に
対
す
る
矛
盾
で

あ
る
（
主
題
は
「
主
」
な
テ
ー
マ
が
あ
る
場
合
に
有
効
）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。 

 

著
述
の
形
態
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
、
女
性
仮
託
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
要
素
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
、
そ
の
「
女
性
」
が
船
旅
に
お
い
て
ど
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
の
か
は
不
鮮
明
で
あ
り
、
ま
た
男
性

語
の
多
用
か
ら
女
性
仮
託
と
い
う
趣
向
は
破
綻
し
て
い
る
。
ま
た
三
人
称
の
記
述
も
多
い
。
そ
の
う
え
、

人
称
の
「
ブ
レ
」
や
感
情
吐
露
主
体
が
ぶ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
。 

後
代
の
女
流
日
記
文
学
へ
の
繋
辞
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
平
安
中
後
期
の
女
流
日
記
文
学
の

著
者
た
ち
が
、
土
佐
日
記
の
方
法
論
や
技
術
論
を
受
け
継
い
だ
形
跡
は
薄
く
、
さ
ら
に
い
え
ば
読
ん
だ
形

跡
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
旅
日
記
と
し
て
後
代
の
「
紀
行
記
」
に
繋
辞
し
う
る
可
能
性
は
あ
る
。 

と
ま
ぁ
、
以
上
が
簡
単
に
抑
え
て
お
い
て
ほ
し
ー
か
な
ー
。 

 

６
．
土
佐
日
記
研
究
の
外
観 

土
佐
日
記
と
い
う
書
物
は
、
今
、
そ
の
す
べ
て
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
誰
が
な
ん
の
た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
な
技
術
を
使
っ
て
、
誰
に
対
し
て
、
書
い
た
の
か
。
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い

わ
け
で
あ
る
。 

 

細
か
い
問
題
は
テ
キ
ス
ト
を
み
な
が
ら
話
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
し
、
も
っ
と
単
純
に
い
ろ
い
ろ
な
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と
こ
ろ
で
開
示
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。 

 
と
ま
れ
、
研
究
史
的
な
レ
ン
ジ
で
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
視
点

の
「
ぶ
れ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

  
 

土
佐
日
記
の
研
究
方
法
と
し
て
は
二
つ
の
立
脚
点
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
問
題
と
言
え
よ
う
。

一
つ
は
紀
貫
之
が
書
い
た
日
記
と
し
て
土
佐
日
記
を
捉
え
る
視
点
で
あ
る
。（
中
略
）
実
在
の
紀
貫
之
の

歌
風
や
実
生
活
を
中
心
に
土
佐
日
記
の
表
現
を
分
析
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
あ
く

ま
で
も
日
記
文
学
の
歴
史
の
中
に
土
佐
日
記
を
お
い
て
研
究
す
る
方
法
、
ひ
と
つ
の
虚
構
の
作
品
と
し

て
表
現
分
析
を
中
心
に
研
究
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。2

（
川
村
裕
子
） 

 
 

 

と
い
う
こ
と
。
簡
単
に
言
え
ば
、
①
作
家
還
元
、
作
品
論
と
②
文
学
史
繋
辞
、
テ
ク
ス
ト
論
の
立
場
の

違
い
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。 

 

ち
な
み
に
、
ど
ち
ら
も
限
界
に
き
て
ま
す
。 

 

作
家
還
元
論
的
な
立
場
の
ほ
う
で
は
、
「
貫
之
」
と
い
う
人
物
を
実
在
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
ほ
ど 

強
固
な
資
料
が
な
い
こ
と
と
、
作
家
研
究
が
不
十
分
な
ま
ま
作
品
研
究
が
進
む
ご
と
に
、
貫
之
が
「
通
常

で
は
あ
り
え
な
い
超
人
」
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
近
代
文
学
で
は
夏
目

漱
石
が
そ
う
か
な
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
に
「
貫
之
」
を
導
入
す
る
意
味
を
ど
こ
に
お
く
の
か
も
定
ま
ら
な
い
。
作
家
の
「
実

体
験
」
や
「
繰
り
返
さ
れ
る
主
題
」
な
ど
を
、
貫
之
の
数
少
な
い
著
作
の
中
か
ら
見
出
す
の
は
容
易
で
は

な
く
、
一
方
で
「
貫
之
」
と
い
う
人
物
に
寄
せ
て
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
『
土
佐
日
記
』
の
評
価
を
曇
ら
せ

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
述
。 

 

そ
し
て
、
「
貫
之
」
と
い
う
男
性
官
人
が
な
ぜ
女
性
仮
託
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
（
し
か
も

失
敗
し
て
い
る
）
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
に
き
わ
め
て
恣
意
的
な
返
答
し
か
で
き
な
い
と
い
う
の
も
問
題

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
「
貫
之
」
を
お
い
か
け
て
い
く
と
『
土
佐
日
記
』
に
は
存
在
し
な
い

コ
ー
ド
で
『
土
佐
日
記
』
を
読
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
（
民
俗
学
の
導

入
な
ど
（
ち
な
み
に
、
「
物
研
」
の
議
論
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
こ
ち
ら
に
よ
り
が
ち
で
あ
る
）
） 

 

ま
た
、
文
学
史
論
的
な
立
場
で
は
、
そ
れ
以
前
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
、
以
後
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
、 

『
土
佐
日
記
』
が
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
こ
と
で
、
文
学
史
的
な
意
義
付
け
が
極
め 

て
難
し
い
。 

き
わ
め
て
「
難
し
い
」
作
品
で
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
切
り
込
む
議
論
が
有
効
な
の
か
、
よ
く
考
え
る
必

要
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
き
わ
め
て
有
力
そ
う
な
議
論
が
あ
る
。 

 

そ
れ
が
「
物
語
研
究
会
」
の
ラ
ス
ボ
ス
神
田
龍
身
の
土
佐
日
記
論
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
海
面
／

                              

                    

 
2 

『
平
安
文
学
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
田
中
登
・
山
本
登
朗
編
、
和
泉
書
院
、
２
０
０
４
．
５
。 
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假
名
文
―
―
仮
名
表
記
文
学
論
」3

だ
。「
物
研
」
自
体
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
言
っ
て
い
っ
て
も
よ
い
の
で
す

が
、
実
際
に
ど
う
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
か
を
み
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。 

こ
の
半
ば
「
評
論
色
」
の
強
い
研
究
が
、
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
学
会
に
認
め
ら
れ
た
の
は
こ
れ

が
「
テ
ク
ス
ト
論
」
を
も
っ
て
土
佐
日
記
と
い
う
作
品
に
切
り
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
厳
密
な
意
味
で
の

テ
ク
ス
ト
論
的
文
芸
批
評
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
。 

 

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
有
効
で
あ
っ
た
か
、
簡
単
に
議
論
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。 

 

『
土
佐
日
記
』
を
「
読
む
」 

 
 

 

●
先
行
研
究
の
檢
討
。
―
―
「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
し
て
の
海
面
／
假
名
文
」 

  

こ
の
論
文
が
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
は
、
前
記
青
谿
書
屋
本
の
表
記
の
問
題
で
あ
る
。 

 

『
土
佐
日
記
』
が
平
安
時
代
の
書
記
形
態
が
わ
か
る
ほ
ぼ
唯
一
の
本
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
た
。 

 

で
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
と
特
徴
は
五
つ
。
①
原
則
と
し
て
仮
名
表
記
②
漢
字
は
、
日

付
③
一
音
一
字
＝
仮
名
と
同
義
③
漢
字
音
の
場
合
の
み
漢
字
④
拗
音
便
⑤
例
外
と
し
て
一
月
二
九
日
の

「
人
」
。 

 

つ
ま
り
、
過
剰
な
ま
で
に
仮
名
、
一
音
一
字
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
表
記
が
『
土
佐
日
記
』
に
お
い
て
海
面
に
投
影
さ
れ
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
回
想
の
隠
喩

と
し
て
の
假
名
＝
音
聲
を
現
出
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

作
品
内
部
に
、
天
気
の
記
事
が
多
い
こ
と
に
注
目
す
る
。 

続
い
て
、
波
と
風
と
い
う
共
振
関
係
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。
風
波
の
関
係
が
シ
ニ
フ
ィ
エ
／
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
と
い
う
言
葉
の
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と
続
け
る
。 

  
 

海
面
に
刻
ま
れ
た
波
紋
と
は
、
目
に
は
見
え
な
い
風
の
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
風
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ

エ
は
波
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
換
喩
的
に
変
換
可
能
で
あ
り
、
あ
る
い
は
波
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は

因
果
論
的
に
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
風
の
所
在
を
証
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。4 

 

本
文
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
「
か
ぜ
な
み
」
と
い
う
表
現
は
土
佐
日
記
に
か
な
り
多
い
。 

  
 

十
五
日
、
今
日
小
豆
粥
煮
ず
。
口
を
し
く
な
ほ
日
の
あ
し
け
れ
ば
ゐ
ざ
る
ほ
ど
に
ぞ
今
日
廿
日
あ
ま

り
經
ぬ
る
。
徒
に
日
を
ふ
れ
ば
人
々
海
を
な
が
め
つ
ゝ
ぞ
あ
る
。
め
の
童
の
い
へ
る
、 

立
て
ば
た
つ
ゐ
れ
ば
又
ゐ
る
吹
く
風
と
浪
と
は
思
ふ
ど
ち
に
や
あ
る
ら
む 

い
ふ
か
ひ
な
き
も
の
ゝ
い
へ
る
に
は
い
と
似
つ
か
は
し
。5 

                              

                    

 
3 

『
偽
装
の
言
説
―
―
平
安
朝
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』
神
田
龍
身
、
森
話
社
、
１
９
９
９
・
７
． 

4 

神
田
前
掲
書
。 

5 

岩
波
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。 
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こ
う
し
た
共
振
す
る
表
裏
の
関
係
と
そ
れ
に
伴
う
連
想
が
『
土
佐
日
記
』
全
体
を
貫
通
す
る
、
貫
之
の

ポ
エ
ジ
イ
で
あ
る
。6

こ
の
よ
う
な
連
想
を
現
出
さ
せ
る
空
間
と
し
て
、
「
海
面
」
に
注
目
す
る
。 

 

例
え
ば
、
二
月
五
日
条
。
荒
れ
た
海
に
静
ま
る
よ
う
祈
る
が
無
駄
で
あ
り
、
楫
取
り
が
幣
を
奉
る
よ
う

に
言
い
、
た
て
ま
つ
っ
て
も
嵐
は
お
さ
ま
ら
ず
、
ひ
と
つ
し
か
な
い
貴
重
な
鏡
を
奉
っ
た
と
こ
ろ
、
海
は

た
ち
ま
ち
に
「
か
が
み
の
お
も
て
」
の
ご
と
く
に
静
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

海
が
、
鏡
面
の
ご
と
く
に
凪
ぎ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
変
容
過
程
ま
る
ご
と
が
、
一
つ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア

ン
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
度
は
そ
れ
を
「
ち
は
や
ぶ
る
か
み
の
こ
こ
ろ
を
あ
る

る
み
に
か
が
み
を
い
れ
て
か
つ
み
つ
る
か
な
」
と
し
て
「
か
み
の
こ
こ
ろ
」
な
る
も
の
の
力
の
作
用
と

し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

私
は
こ
こ
に
ど
う
し
て
も
、
記
号
の
生
成
す
る
瞬
間
を
、
そ
し
て
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
と

の
境
界
域
を
波
の
譬
喩
を
も
っ
て
図
示
し
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
美
し
い
メ
タ
フ

ァ
ー
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
海
面
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
か
な
で
、
明
ら

か
に
一
つ
の
運
動
相
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
質
量
と
も
ど
も
零
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
世
界
認
識
の
方
法
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
が
言
語
の

構
造
そ
の
も
の
と
し
て
分
節
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
発
見
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。7 

 

風
と
波
と
い
う
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
の
相
関
が
、
言
葉
が
織
成
す
世
界
変
容
＝
記
号
生
成
と
も
パ
ラ
レ
ル 

に
、
（
作
品
上
で
の
）
「
言
語
ド
ラ
マ
」
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
議
論
が
ま
ず
展
開
さ
れ
る
。
そ
の

場
と
な
る
の
が
「
海
」
で
あ
る
こ
と
も
注
意
を
要
す
る
。
さ
ら
に
「
か
み
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
問
題
、
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
問
題
に
さ
ら
に
切
り
込
ん
で
い
く
。
一
月
二
十
日
条
。 

 

二
十
日
、
昨
日
の
や
う
な
れ
ば
船
い
だ
さ
ず
、
皆
人
々
憂
へ
歎
く
。
苦
し
く
心
も
と
な
け
れ
ば
、
唯

日
の
經
ぬ
る
數
を
、
今
日
い
く
か
、
二
十
日
、
三
十
日
と
數
ふ
れ
ば
、
お
よ
び
も
そ
こ
な
は
れ
ぬ
べ
し
。

い
と
わ
び
し
。
夜
は
い
も
寢
ず
。
二
十
日
の
夜
の
月
出
で
に
け
り
。
山
の
は
も
な
く
て
海
の
中
よ
り
ぞ
出

で
く
る
。
か
う
や
う
な
る
を
見
て
や
、
む
か
し
安
倍
の
仲
麻
呂
と
い
ひ
け
る
人
は
、
も
ろ
こ
し
に
渡
り
て

歸
り
き
け
る
時
に
、
船
に
乘
る
べ
き
所
に
て
、
か
の
國
人
馬
の
餞
し
、
わ
か
れ
惜
み
て
、
か
し
こ
の
か

ら
う
た
作
り
な
ど
し
け
る
。
あ
か
ず
や
あ
り
け
む
、
二
十
日
の
夜
の
月
出
づ
る
ま
で
ぞ
あ
り
け
る
。
そ

の
月
は
海
よ
り
ぞ
出
で
け
る
。
こ
れ
を
見
て
ぞ
仲
麻
呂
の
ぬ
し
「
我
が
國
に
は
か
ゝ
る
歌
を
な
む
神
代

よ
り
神
も
よ
ん
た
び
、
今
は
上
中
下
の
人
も
か
う
や
う
に
別
れ
惜
み
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
り
、
か
な
し
み

も
あ
る
時
に
は
詠
む
」
と
て
よ
め
り
け
る
歌
、 

「
あ
を
う
な
ば
ら
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
い
で
し
月
か
も
」 

と
ぞ
よ
め
り
け
る
。
か
の
國
の
人
聞
き
知
る
ま
じ
く
お
も
ほ
え
た
れ
ど
も
、
こ
と
の
心
を
男
文
字
に

                              

                    

 
6 

古
今
和
歌
集
、
春
上
・
８
６
参
照
。 

7 

神
田
前
掲
書
。 
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さ
ま
を
書
き
出
し
て
、
こ
ゝ
の
詞
傳
へ
た
る
人
に
い
ひ
知
ら
せ
け
れ
ば
、
心
を
や
聞
き
得
た
り
け
む
、

い
と
思
ひ
の
外
に
な
む
め
で
け
る
。
さ
て
今
そ
の
か
み
を
思
ひ
や
り
て
、
或
人
の
よ
め
る
歌
、 

「
都
に
て
や
ま
の
は
に
見
し
月
な
れ
ど
な
み
よ
り
出
で
ゝ
な
み
に
こ
そ
入
れ
」（
傍
線
、
傍
点
、
論
者
） 

  

こ
の
日
本
最
古
の
翻
訳
論
に
お
い
て
も
、「
心
」
と
「
こ
と
ば
」
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
翻
訳
論
的
な
意
味
合

い
で
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
関
係
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
。 

 

ま
た
、
こ
の
仲
麻
呂
挿
話
を
想
起
し
て
い
く
契
機
と
し
て
、（
幻
影
を
映
し
出
し
て
い
く
装
置
と
し
て
の
）

海
の
中
か
ら
現
れ
て
く
る
月
が
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
し
て
の
言
葉
と
心
の
発
露
を
強
い
て

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
事
態
を
端
的
い
う
な
ら
ば
、「
心
を
男
文
字
（
漢
字
）」
に
か
き
い
だ
し
て
、「
こ
こ
の
詞
伝
へ
た
る

人
」
に
伝
え
た
と
こ
ろ
「
心
」
を
聞
き
得
た
の
か
、
思
い
の
ほ
か
に
感
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
「
異
言
語
間
の
翻
訳
」
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
「
も
ろ
こ
し
と
こ
の
國
と
は
事
こ
と
な
る
も
の
な
れ
ど
、
月
の
影
は
同
じ
こ
と
な
る
べ
け
れ
ば

人
の
心
も
同
じ
こ
と
に
や
あ
ら
む
」
と
い
う
一
節
は
さ
ら
に
重
要
で
あ
る
。
も
ろ
こ
し
（
中
国
）
と
こ
の 

国
（
日
本
）
と
は
、
「
事
」
が
違
う
が
、
「
人
の
心
」
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
事
」
「
心
」
の

関
係
が
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
言
語
の
枠
組
み
に
入
れ
て
見
る
と
、
「
事=

シ
ニ
フ

ィ
エ
」
と
「
心
＝
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」8

と
い
う
関
係
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。 

 

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
翻
訳
論
の
「
甘
さ
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
地
点
で
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
こ
れ
に
類
似

す
る
言
語
の
形
相
を
思
索
し
て
い
た
貫
之
（
と
一
応
い
っ
て
お
く
）
の
眼
目
は
舌
を
巻
く
も
の
が
あ
る
だ

ろ
う
。 

  

こ
の
議
論
で
は
、
こ
う
し
た
言
語
の
動
的
な
性
質
、
描
か
れ
る
海
・
風
の
性
質
な
ど
が
、
表
記
の
問
題

と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
す
る
。 

そ
の
地
点
と
は
、
「
か
な
表
記
」
で
あ
る
。
「
和
文
」
と
い
う
も
の
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
「
男
文
字
」

＝
中
国
と
の
対
比
の
な
か
で
設
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
テ
ク
ス
ト
が
、
こ
の
『
土
佐
日
記
』
な
の
だ
。 

 

で
は
、
青
谿
書
屋
本
と
定
家
本
の
書
様
を
見
比
べ
て
ほ
し
い
。
特
に
注
意
す
べ
き
は
和
歌
の
あ
り
方
で

あ
る
。
こ
う
し
た
書
き
方
の
差
異
を
通
し
て
見
え
て
く
る
も
の
は
、
定
家
本
の
ほ
う
が
読
み
や
す
い
こ
と

と
青
谿
書
屋
本
は
な
ん
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
読
み
に
く
い
本
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
が
疑
え
る
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

神
田
氏
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
あ
り
よ
う
を
「
和
文
＝
假
名
＝
音
聲
」
と
い
う
原
理
か
ら
考
察
す
る
。

意
味
が
音
を
兼
ね
る
漢
字
を
「
重
た
い
記
号
」
と
し
、
そ
の
一
方
で
記
号
に
音
聲
し
か
含
ま
な
い
仮
名
文

                              

                    

 
8 

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
に
つ
い
て
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
っ
と

も
原
初
的
な
意
味
、
フ
ェ
ル
デ
ナ
ン
ド
・
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
語
彙
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
た
い
。

わ
か
り
に
く
い
と
い
う
人
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
＝
意
味
。
シ
ニ
フ
ィ
エ
＝
言
葉
・
記
号
と
い
い
変
え
て
も

ら
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
余
計
に
わ
か
ら
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
？ 
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字
を
「
軽
い
記
号
、
透
明
な
記
号
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
和
文
の
表
記
が
「
音
聲
」
を
意
識
し
た
も
の
と

し
て
存
在
す
る
と
假
定
す
る
の
だ
。
極
端
に
言
え
ば
、
音
聲
そ
の
も
の
の
記
述
を
狙
っ
た
表
記
と
し
て
『
土

佐
日
記
』
の
表
記
法
が
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
和
歌
の
記
述
で
あ
る
。 

  

論
の
白
眉
は
こ
の
一
歩
先
で
あ
る
。 

し
か
し
、
定
家
本
の
表
記
も
ま
た
、
読
み
上
げ
れ
ば
音
声
的
テ
キ
ス
ト
と
な
り
、
青
谿
書
屋
本
の
表
記

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
い
く
ら
音
声
的
を
模
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
書
記
の
言
語
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、 

つ
ま
り
、
貫
之
は
音
聲
を
視
覚
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
挑
み
、
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

『
土
佐
日
記
』
が
目
指
し
た
透
明
性
は
、
そ
の
表
記
の
向
こ
う
側
に
内
容
と
し
て
「
暗
い
海
」
を
現
象

さ
せ
る
。
漢
文
日
記
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
性
格
、
漢
文
と
い
う
「
現
實
の
指
示
対
象
と
同
じ
も
の
を
紙

面
の
上
に
も
う
一
つ
作
っ
て
し
ま
う
」
言
語
に
対
し
て
、
『
土
佐
日
記
』
は
次
の
よ
う
な
世
界
で
あ
る
と
述

べ
る
。 

 

一
方
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
は
海
の
上
と
い
う
な
に
も
な
い
ガ
ラ
ン
と
し
た
空
間
で
あ
る
。
な
に
も
な

い
か
ら
こ
そ
様
々
な
立
場
か
ら
言
葉
が
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
、
世
界
を
束
の
間
分
節
化
し
、
イ
リ
ュ

ー
ジ
ョ
ン
が
自
在
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
樣
々
な
幻
想
が
、
海
上
空
間
に
あ
ら
わ
れ
て

は
消
え
、
あ
ら
わ
れ
て
は
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
言
語
の
特
性
を
生
か
す
に
格
好
な

言
語
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
す
る
の
も
音
聲
表
記
の
仮
名
文
字
と
い
う
、
限
り
な
く

軽
快
に
し
て
透
明
な
、
あ
る
か
な
き
か
の
質
量
零
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら

く
『
土
佐
日
記
』
が
自
ら
を
「
を
む
な
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
と
は
、
一
切

の
社
会
性
、
具
体
性
、
現
実
性
…
…
等
の
欠
如
し
た
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
仮
に
「
女
」
と
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
借
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
…
…
。9 

 

こ
う
し
て
、
仮
名
文
字
＝
女
、
漢
字
＝
男
と
い
う
関
係
性
す
ら
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
相

関
性
の
な
か
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
見
え
て
く
る
も
の
は
、
「
一
切
の
性
質
が
欠
如
し
た
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
」
が
執
筆
主
体
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
貫
之
が
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
＝
言
語
世
界

＝
記
号
生
成
＝
表
記
の
連
鎖
の
中
で
、
「
欠
如
」
へ
の
注
視
を
示
す
契
機
で
あ
る
と
い
う
議
論
へ
導
い
て
い

る
。
そ
れ
は
、
漢
文
と
い
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
と
ら
わ
れ
た
官
人
男
性
か
ら
の
解
放
で
あ
る
と
同
時
に
、 

し
か
し
、
こ
う
し
た
言
語
空
間
に
は
結
局
、
現
出
さ
せ
た
も
の
す
べ
て
が
「
不
在
」
で
あ
り
現
実
に
は

存
在
し
な
い
「
虚
無
」
で
し
か
な
い
と
い
う
空
し
さ
だ
け
が
、
貫
之
の
中
に
は
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
し
て
論
は
終
わ
る
。 

  

『
土
佐
日
記
』
を
考
え
る
。 

 
 

                              

                    

 
9 

神
田
前
掲
書
。 
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先
に
紹
介
し
た
議
論
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
物
研
」
ら
し
さ
が
見
え
て
取
れ
る
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
名
も

そ
う
だ
が
（
お
気
づ
き
の
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
議
論
の
音
聲
と
書
記
の
関
係
は
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
に
寄
っ
て
い
る
）
、
多
用
さ
れ
る
「
と
思
わ
れ
る
」
「
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
推
測
・
推
断
の
多

い
文
体
と
、
論
拠
の
構
築
と
支
援
に
よ
り
妥
当
な
議
論
を
積
み
上
げ
て
行
く
研
究
態
度
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
文
芸
批
評
に
近
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
が
有
効
に
働
く
の
は
、
彼
ら
の
叢
書
「
想

像
す
る
平
安
文
學
」
の
名
の
と
お
り
、
「
想
像
」
に
よ
る
し
か
な
い
平
安
時
代
の
書
記
作
品
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。 

 

反
発
反
論
も
強
い
。
文
学
研
究
の
最
右
翼
と
す
ら
言
わ
れ
る
「
物
研
」
の
議
論
は
、
理
論
の
適
応
に
よ

る
「
推
論
」
を
自
ら
の
論
拠
に
据
え
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
推
論
部
分
と
依
拠
す
る
理
論
が
突
き
崩
さ
れ

た
場
合
に
は
論
文
の
存
在
意
義
す
ら
失
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。 

も
ち
ろ
ん
、
実
証
性
に
乏
し
い
議
論
自
体
が
嫌
わ
れ
る
傾
向
も
当
然
あ
る
。 

そ
う
し
た
「
内
輪
」
の
事
情
は
と
も
あ
れ
、
物
研
の
論
文
が
目
指
す
方
向
性
と
し
て
は
、
作
品
分
析
よ

り
も
鑑
賞
に
、
典
故
の
博
覧
と
解
釈
の
安
定
よ
り
も
テ
キ
ス
ト
の
射
程
を
広
げ
る
方
向
で
動
き
が
ち
な
傾

向
が
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
方
向
性
は
「
人
文
科
学
」
の
実
証
的
考
証
的
な
研
究
態
度
か
ら
は
逸
脱
し
て
、
い
さ
さ
か
「
批

評
」
の
ほ
う
に
寄
り
が
ち
に
な
る
。
仮
説
と
理
論
に
よ
る
批
評
の
積
み
重
ね
は
、
ほ
と
ん
ど
「
創
作
」
と

変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
物
研
」
が
戦
後
４
０
年
の
、
閉
塞
し
て
い
た
古
典
研
究
に
ひ
と
つ
の
活
路
を

開
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
理
論
の
み
に
頼
ら
ず
、
実
証
的
研
究
や
考
証
的
研
究
と
の
兼
ね
合
っ
た
形

で
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を
と
る
学
者
も
い
る
。10 

 

で
は
、
こ
の
論
を
切
り
崩
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
か
檢
討
し
て
み
よ
う
。
白
眉
と
い
え
る
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
／
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
議
論
や
、
理
論
的
な
大
枠
に
つ
い
て
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
可
能
性
と
し
て
は
、

漢
文
＝
男
、
仮
名
文
＝
女
と
い
う
軸
に
つ
い
て
は
多
少
議
論
の
し
よ
う
も
あ
る
。 

書
記
の
問
題
を
、
文
化
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
ま
で
擴
大
し
う
る
の
か
と
い
う
点
。
土
佐
日
記
の
執
筆
主

体
は
、
女
と
宣
言
し
な
が
ら
女
で
あ
る
こ
と
を
貫
徹
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。
な
ど
と
い
う
議
論
が
あ

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
書
記
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
複
雑
な
側
面
に
入
り
込
み
す
ぎ

る
し
、
ま
さ
に
専
門
分
野
の
議
論
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
勉
強
会
で
は
と
り
あ
げ
な
い
こ
と
に

し
て
、
執
筆
主
体
の
問
題
を
展
開
し
て
み
よ
う
。 

手
段
は
「
言
説
分
析
」11

。
‘
（
ど
う
か
か
れ
て
い
る
か
）
目
的
は
「
作
品
分
析
」
（
こ
の
作
品
は
い
っ
た

い
な
ん
な
の
か
）
で
あ
る
。 

 

                              

                    

 
10 

例
え
ば
、
三
田
村
雅
子
『
源
氏
物
語
感
覚
の
論
理
』
有
精
堂
・
１
９
９
６
な
ど
。 

11 

い
ち
お
う
記
し
て
お
く
と
、
古
典
文
学
に
お
け
る
言
説
分
析
は
、
三
谷
邦
明
氏
が
「
源
氏
物
語
論
」
の

な
か
で
提
起
し
た
も
の
が
最
初
と
さ
れ
る
。
近
代
文
学
で
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
サ
ー
ル
の
理
論
を
使
用
さ

れ
る
が
多
い
が
、
彼
は
バ
フ
チ
ン
経
由
で
言
説
分
析
と
い
う
手
法
を
導
入
し
「
草
子
地
」
の
研
究
な
ど
で

成
果
を
あ
げ
た
。 
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執
筆
主
体
の
「
ブ
レ
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
こ
ろ
を
参
照
す
れ
ば
事
足
り
る
。 

 
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り
。 

 

と
い
う
宣
言
は
ま
ず
抑
え
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
実
際
に
書
い
て
い
る
人
は
「
貫
之
」
な
の
だ
が
、
書

い
て
い
る
視
点
を
定
位
し
て
い
る
存
在
は
「
女
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
。 

 

廿
七
日
、
大
津
よ
り
浦
戸
を
さ
し
て
漕
ぎ
出
づ
。
か
く
あ
る
う
ち
に
京
に
て
生
れ
た
り
し
女
子
、
こ
ゝ

に
て
俄
に
う
せ
に
し
か
ば
、
こ
の
頃
の
出
立
い
そ
ぎ
を
見
れ
ど
何
事
も
え
い
は
ず
。
京
へ
歸
る
に
女
子

の
な
き
の
み
ぞ
悲
し
び
戀
ふ
る
。
あ
る
人
々
も
え
堪
へ
ず
。 

  

二
月
九
日
条
。 

（
前
略
）
こ
れ
を
見
て
昔
の
子
の
母
か
な
し
き
に
堪
へ
ず
し
て
、 

「
な
か
り
し
も
あ
り
つ
ゝ
歸
る
人
の
子
を
あ
り
し
も
な
く
て
く
る
が
悲
し
さ
」 

と
い
ひ
て
ぞ
泣
き
け
る
。
父
も
こ
れ
を
聞
き
て
い
か
ゞ
あ
ら
む
。
か
う
や
う
の
事
ど
も
歌
も
こ
の
む
こ

と
と
て
あ
る
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
。 

 

と
、
明
ら
か
に
人
称
が
ブ
レ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
男
性
語
（
漢
文
訓
読
語
）
」
の
問
題
以
前
に
、
こ

れ
が
「
女
」
と
し
て
の
人
物
造
詣
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

二
十
七
日
で
は
、
「
悲
し
び
戀
ふ
る
主
体
」
（
前
の
守
）
と
「
失
せ
た
女
子
を
見
て
い
る
主
体
」
（
『
土

佐
日
記
』
の
執
筆
主
体
）
が
半
同
一
化
し
て
視
点
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。 

二
十
七
日
で
は
、
「
悲
し
ん
で
い
る
母
」
か
ら
、
「
父
は
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
」
と
変
わ
り
、
「
こ
ん
な

こ
と
も
歌
を
こ
の
ん
で
詠
む
の
は
あ
る
こ
と
は
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
（
こ
の
あ
た
り
難
解
。
か
う
や
う

が
何
を
受
け
る
か
不
定
）
と
感
想
、
三
人
称
か
ら
の
視
点
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

普
通
、
こ
う
し
た
文
章
と
い
う
の
は
「
失
敗
作
」
で
あ
る
。
う
ま
く
感
情
移
入
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、

人
称
が
ぶ
れ
て
い
る
小
説
を
つ
ま
ら
な
い
と
い
っ
た
の
は
三
島
由
紀
夫
だ
っ
て
同
じ
だ
。12 

こ
う
し
た
人
称
の
ブ
レ
と
、
後
代
の
享
受
の
状
況
を
考
え
る
と
、
こ
の
作
品
は
「
失
敗
作
」
で
あ
っ

た
可
能
性
が
で
て
く
る
。
こ
う
し
た
人
称
の
ブ
レ
の
問
題
に
切
り
込
む
と
、
屏
風
歌
の
書
き
方
を
説
明

し
な
い
と
な
ぁ
。
な
ぜ
失
敗
作
か
は
、
時
間
が
あ
る
か
な
〜
？ 

あ
っ
た
ら
説
明
し
よ
う
か
な
〜
？ 

 

『
土
佐
日
記
』
を
踏
み
越
え
る
？ 

 

さ
て
、
作
品
を
必
死
で
論
じ
る
こ
と
の
意
味
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
結
局
あ
る
地
点
に
お
い
て
そ
の

作
品
が
論
じ
る
価
値
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
地
点
と
は
「
古
典
」
で
あ
る
こ
と
で
は

                              

                    

 
12 

三
島
由
紀
夫
『
文
章
読
本
』 
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な
い
だ
ろ
う
か
。 

「
古
典
」
が
存
亡
の
地
平
線
の
こ
ち
ら
側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
読
め
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
そ
れ
だ
け
で
「
読
め
る
」
こ
と
と
は
別
の
意
味
で
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
の
古
典
を
表
象
し
て

い
る
。
つ
ま
り
古
典
＝
す
ご
い
、
え
ら
い
と
い
う
発
想
だ
。『
土
佐
日
記
』
の
価
値
は
、
ま
さ
に
こ
の
古

典
で
あ
る
こ
と
に
最
大
級
担
保
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
い
た
。 

そ
の
最
た
る
も
の
が
、
「
貫
之
」
の
『
土
佐
日
記
』
と
い
う
認
識
だ
ろ
う
。
貫
之
が
『
土
佐
日
記
』
を

書
い
た
状
況
証
拠
は
多
く
あ
る
が
、「
貫
之
」
の
何
を
ど
う
導
入
す
る
こ
と
が
『
土
佐
日
記
』
を
理
解
す

る
の
に
効
果
的
で
あ
る
か
議
論
が
な
い
ま
ま
、
貫
之
の
書
い
た
『
土
佐
日
記
』
は
す
ご
い
！ 

と
い
う

認
識
が
ず
っ
と
続
い
て
き
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
古
典
で
あ
る
こ
と
に
最
大
級
の
価
値
を
置
く
こ
と
。
こ
れ
を
「
古
典
の
聖
典
化
」
と
い
う
。

そ
の
一
方
で
、「
聖
典
」
は
そ
の
外
部
に
「
外
典
」
の
存
在
を
要
求
す
る
。
つ
ま
り
同
じ
「
読
め
る
」
古

代
の
作
品
に
「
ラ
ン
ク
」
が
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
「
文
学
的
な
重
要
度
」
と
い
う

変
動
す
る
価
値
判
断
に
よ
っ
て
。 

『
土
佐
日
記
』
。 

こ
こ
に
は
古
典
の
聖
典
化
と
い
う
問
題
が
大
き
く
で
て
き
て
い
る
。
本
当
に
土
佐
日
記
が
カ
ノ
ン
た

り
う
る
強
度
を
も
っ
て
い
る
作
品
な
の
か
。
そ
れ
は
み
な
さ
ま
に
と
っ
く
り
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
し
、
結
論
を
出
す
必
要
が
あ
る
問
題
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
が
・
・
・
・
・
・
。 

 
 

一
応
私
見
を
。 

『
土
佐
日
記
』
を
貫
之
が
書
い
た
こ
と
は
疑
わ
な
く
と
も
い
い
だ
ろ
う
。
多
少
「
ミ
ス
」
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
、
現
代
に
残
る
資
料
だ
け
で
は
、
こ
の
作
品
が
一
方
、
内
容
的
に
も
何
を
画
こ
う
と
し
て
い

た
の
か
捉
え
き
れ
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
か
を
目
指
し
て
書
い
て
い
た

の
か
。
と
い
う
部
分
の
探
求
で
は
、
作
家
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
有
効
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
探
求
を
行

う
の
も
ま
た
「
研
究
」
の
ひ
と
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。 

土
佐
日
記
か
ら
、
土
佐
日
記
以
外
の
テ
キ
ス
ト
が
読
め
る
可
能
性
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。 

ま
た
、
作
品
分
析
の
方
法
論
が
導
き
出
し
た
結
論
と
は
別
個
に
、
主
題
の
各
論
的
な
テ
ー
マ
に
お
い

て
は
さ
ら
に
有
効
な
方
法
論
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
で
私
は
論
を
展
開
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

と
い
う
か
き
っ
と
説
明
し
て
い
る
屏
風
歌
の
議
論
だ
が
、
そ
れ
は
ま
ぁ
勉
強
会
に
参
加
し
て
く
れ
た

み
な
さ
ま
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
お
き
ま
す
。 

あ
と
、
他
の
私
見
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
説
明
。
ご
め
ん
、
レ
ジ
ュ
メ
に
書
き
た
か
っ
た
け
ど
。 

 

【
参
考
】
た
ぶ
ん
貫
之
が
書
い
た
と
さ
れ
る
古
今
集
の
序
文
。
こ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
要
素
が
ぎ
っ
し

り
入
っ
て
る
ん
で
す
が
、
説
明
で
き
る
か
な
。 
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や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ 

な
れ
り
け
る
。
世
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
お
も
ふ 

こ
と
を
、
見
る
も
の
、
き
く
も
の
に
つ
け
て
、
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。
花
に
な
く 

う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き
と
し
い
け
る
も
の
、 

い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
、
あ
め
つ
ち
を
う 

ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
、
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
お
と
こ
女
の
な
か
を 

も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
哥
な
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
旧
体
系
『
古
今
和
歌
集
』
） 

  

こ
れ
と
、
心
、
言
葉
と
い
う
関
係
を
考
え
て
見
ま
し
ょ
う
。 

 

心
の
用
例
。 

 

日
本
語
で
は
抽
象
的
な
語
彙
が
未
発
達
。 

  

【
參
考
文
獻
】 

『
叢
書
想
像
す
る
平
安
文
学
４ 

交
渉
す
る
言
葉
』
勉
誠
出
版 
河
添
房
江
他
編 

平⒒

 

『
紀
貫
之
』
大
岡 

信 
 

そ
の
他
。
時
間
が
あ
れ
ば
紹
介
し
ま
す
。 

ち
な
み
に
テ
キ
ス
ト
は
『
岩
波
古
典
文
学
大
系 

土
佐
日
記
』
に
よ
り
ま
す
。 

 
 


