
人
吉

球
磨
の
方
言

． 

敬
語
に
つ
い
て

同
一
国
語
の
中
で
一
定
の
特
色
を
も
っ
地
域
の
言
葉
全
体
を
方
言

と
呼
ぶ
が
、
自
分
で
無
意
識
に
使
っ
て
い
て
方
言
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
方
言
は
そ
の
一
定
の
地
域
の
中
に
だ
け
い

た
の
で
は
、
意
識
す
る
こ
と
な
く
終
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。

私
は
中
学
に
上
が
る
年
に
人
吉
か
ら
熊
本
市
へ
出
て
き
て
、
自
分

の
話
す
言
葉
が
周
囲
の
人
と
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
自
分
の

身
に
つ
け
て
い
た
言
葉
が
球
磨
弁
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
熊
本
市

内
に
移
っ
て
十
年
が
経
と
う
と
す
る
今
、
私
は
自
分
の
中
で
薄
れ
て

い
く
球
磨
弁
と
は
ど
う
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
の
か
を
知
り
直
し
た
い

と
思
っ
た
。
ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
や
義
務
教
育
に
よ
っ
て
現

在
の
球
磨
弁
は
ど
う
変
っ
と
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
は
球
磨
弁
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
調
べ
る
時
に
一
番
興
味
を

持
っ
た
待
遇
表
現
を
詳
し
く
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
今

で
も
使
わ
れ
て
い
る
球
磨
弁
と
と
も
に
、
球
磨
弁
が
こ
れ
か
ら
ど
う

い
う
変
化
を
し
て
い
く
の
か
を
調
べ
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
高
年
層

を
対
象
と
し
た
自
然
会
話
傍
受
と
、
小
・
中
・
高
校
生
を
対
象
と
し

た
方
言
待
遇
表
現
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
、
球
磨
弁
の

内
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若
年
層
に
お
け
る
変
化
を
も
探
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
一
章

人
土
口
・
球
磨
の
地
理
的
概
説
と
方
言
の
体
系

人
士
口
・
球
磨
地
方
は
、
九
州
山
地
の
山
々
や
断
層
崖
に
限
ら
れ
た

盆
地
で
あ
り
、
他
の
地
域
か
ら
隔
絶
さ
れ
、
独
自
の
文
化
・
生
活
・

言
語
の
発
達
し
て
き
た
所
で
あ
る
。
七
百
年
余
り
の
長
き
に
亙
っ
て

同
一
氏
族
（
相
良
氏
）
の
支
配
を
う
け
、
安
定
し
た
社
会
状
況
の
中

で
発
展
し
た
地
域
で
、
明
治
に
入
っ
て
移
住
者
が
増
え
、
現
代
に

な
っ
て
道
路
や
鉄
道
が
整
備
さ
れ
、
温
泉
や
球
磨
川
下
り
を
メ
イ
ン

に
し
た
観
光
都
市
と
な
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
人
口
の
流
出
が
激
し

く
次
第
に
過
疎
化
が
進
ん
で
い
る
。

人
土
口
・
球
磨
地
方
の
方
言
は
、
熊
本
県
内
の
方
言
を
三
つ
に
区
分

し
た
時
、
天
草
・
芦
北
と
同
系
列
の
鹿
児
島
方
言
流
の
薩
隅
方
言
域

に
入
る
。
熊
本
県
内
の
残
り
二
つ
の
系
列
は
熊
本
市
を
中
心
と
す
る
、

長
崎
・
佐
賀
（
肥
前
）
・
福
岡
と
流
れ
を
同
じ
く
す
る
肥
筑
方
一
言
で
、

さ
ら
に
こ
れ
は
音
韻
に
つ
い
て
阿
蘇
郡
を
中
心
と
す
る
東
部
方
言
と
、

内
／
十
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熊
本
市
内
中
心
の
北
部
中
部
方
言
に
分
け
ら
れ
る
。
人
士
口
・
球
磨
・

天
草
・
芦
北
な
ど
の
薩
隅
方
言
域
を
県
内
で
は
南
部
方
言
と
呼
ん
で

い
る
が
、
北
部
中
部
方
言
、
東
部
方
言
と
は
そ
の
源
流
が
全
く
異

な
っ
て
い
る
し
、
互
い
の
方
言
の
源
流
で
あ
る
薩
隅
方
言
と
、
北
部

中
部
方
一
一
百
の
源
流
で
あ
る
肥
筑
方
言
と
が
互
い
に
理
解
し
難
か
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
南
部
方
一
言
は
熊
本
県
内
で
は
多
少
特
異
な
方
言

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
球
磨
弁
の
体
系
を
調
べ
て
い
た
時
に
、
球
磨
弁
の
特

徴
と
も
い
え
る
「
ゴ
ザ
ン
モ
ス
」
と
い
う
敬
語
を
知
っ
た
。
方
言
に

待
遇
表
現
が
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た
私
は
、
こ
の
事
に
非
常

に
興
味
を
覚
え
、
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し

た

第

章

人
吉
・
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
法

先
ず
、
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
を
調
べ
る
た
め
に
球
磨
弁
が
色
濃
く

残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
高
年
層
を
対
象
と
し
た
自
然
会
話
の
傍
受
を

行
っ
た
。
調
査
の
対
象
者
は
人
吉
出
身
の
次
の
四
人
の
方
で
あ
る
。

A

九
十
歳
男
性
元
役
場
勤
務

B

六
十
八
歳
女
性
元
教
師
・
役
場
勤
務
な
ど

C

六
十
八
歳
男
性
農
業

D

しハ卜

κ歳
ル
メ
性
農
業

A
と
B
は
庁
同
じ
時
期
に
役
場
に
勤
め
て
お
り
、
上
司
と
部
下
の

関
係
で
、
抑
制
伐
の
時
に
逢
っ
た
の
は
数
年
ぶ
り
で
あ
り
、
互
い
に
遠

慮
し
合
う
間
柄
に
あ
る
。
ま
た
、

B
と
C
は
同
級
生
で
現
在
家
も
近

所
で
あ
り
、
親
し
く
交
友
が
あ
る
。

C
と
D
は
夫
婦
で

B
は
D
と
も

親
し
く
交
友
が
あ
り
、
年
令
に
よ
っ
て
の
隔
た
り
は
な
い
。
こ
の
四

人
の
方
の
会
話
傍
受
か
ら
得
ら
れ
た
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て

見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

尊
敬
「
な
は
る
」

人
の
行
為
や
動
作
を
表
す
動
詞
の
連
用
形
に
つ
く
。
意
味
は
共
通

語
「
｛
｝
な
さ
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
「
お
〈
｝
な
は
る
」
と
い

う
形
が
見
ら
れ
一
一
層
高
い
敬
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
後
述
す
る

「
な
る
」
と
較
べ
る
と
、
遠
慮
す
べ
き
間
柄
（
年
上
の
人
や
上
司
な

ど
）
に
は
「
な
は
る
」
が
使
わ
れ
て
「
な
る
」
は
全
く
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
聞
か
れ
な
い
。
「
な
は
る
」
と
「
な
る
」
の
聞
に
は
、
そ
の
敬

意
の
高
さ
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
あ
る
。

尊
敬
「
く
だ
は
る
・
く
だ
る
」

動
詞
の
連
用
形
に
つ
く
が
、
「
取
っ
て
く
だ
は
ん
も
し
」
「
し
て
く

だ
は
ん
も
す
か
」
の
よ
う
に
接
続
助
詞
「
て
」
が
つ
く
こ
と
が
大
部

分
の
よ
う
で
あ
る
。

共
通
語
「

1
く
だ
さ
る
」
と
い
う
意
味
で
、
非
常
に
改
ま
っ
た
言

い
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
く
だ
る
」
の
方
は
「
く
だ
は
る
」
の

く
だ
け
た
言
い
方
で
あ
る
、
か
、

B
・
C
－

D
の
会
話
に
お
い
て
も

「
く
だ
は
る
」
が
使
わ
れ
る
な
ど
（
例
「
ツ
ケ
モ
ン
パ
ト
ッ
テ
ク
ダ

ハ
イ
ヨ
」
〈
漬
物
を
取
っ
て
下
さ
い
よ
〉
）
最
近
は
「
く
だ
は
る
」
も

「
く
だ
る
」
も
使
わ
れ
方
の
差
、
つ
ま
り
敬
意
の
高
さ
の
差
が
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
か
本
来
は
「
く
だ
は

る
」
に
は
命
令
形
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
は
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
く
だ
る
」
の
方
は
「
シ
テ
シ
ャ
カ
ク
ダ
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レ
ン
パ
」
（
し
て
さ
え
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
ら
）
の
よ
う
に
副
助
詞

「
し
や
か
」
の
下
に
も
つ
く
、
が
、
「
く
だ
は
る
」
が
「
し
や
か
」
の
下

に
つ
く
こ
と
は
な
い
。

丁
寧
「
ご
ざ
ん
も
す
・
ご
ざ
ん
す
」

こ
の
語
の
接
続
は
複
雑
で
、
形
容
詞
の
ウ
音
便
や
助
動
詞
「
ぐ
た

る
」
の
連
用
形
「
ご
と
」
な
ど
に
つ
く
。
特
に
改
ま
っ
た
敬
語
の
よ

う
で
、
共
通
語
「

1
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
東
秀

吉
著
『
球
磨
弁
助
詞
と
助
動
詞
と
』
で
は
「
ぐ
ざ
ん
も
す
」
と

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
私
が
実
際
に
調
査
し
た
と
こ
ろ
で
は
「
ご
ざ

ん
も
す
」
で
あ
る
と
思
う
。

使
用
頻
度
は
圧
倒
的
に
「
ご
ざ
ん
も
す
」
の
方
が
高
く
、
「
ご
ざ
ん

す
」
は
二
人
の
会
話
で
は
一
度
し
か
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
二

人
の
会
話
は
殆
ん
ど
こ
の
「
ご
ざ
ん
も
す
」
と
後
述
す
る
「
も
す
」

が
使
わ
れ
て
い
た
。
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
の
中
で
も
最
も
特
徴
的
だ

と
言
え
る
。

こ
の
「
ご
ざ
ん
も
す
」
の
く
ず
れ
た
形
で
「
ご
わ
す
」
と
い
う
語

が
聞
か
れ
た
が
、
男
性
に
し
か
使
わ
れ
ず
、
調
査
の
時
は
三
度
出
て

き
た
だ
け
だ
っ
た
。

丁
寧
「
も
す
」

人
の
動
作
や
行
為
・
自
然
・
事
象
を
丁
寧
に
述
べ
よ
う
と
す
る
時

の
言
葉
で
、
共
通
語
「
1
ま
す
」
に
当
る
。
動
調
の
連
用
形
に
つ
き
、

命
令
形
の
場
合
は
、
「
キ
カ
セ
テ
ク
ダ
ハ
ン
モ
シ
」
（
聞
か
せ
て
下
さ

い
ま
せ
）
の
よ
う
に
尊
敬
語
の
後
に
つ
く
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ご
ざ
ん
も
す
」
「
も
す
」
は
共
に
球
磨
弁
の

中
で
も
特
徴
的
な
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
表
現
は
共
通
語
か
ら

か
け
離
れ
て
お
り
、
特
に
改
ま
っ
た
敬
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
手

伝
っ
て
、
今
で
は
よ
ほ
ど
高
齢
の
人
で
な
け
れ
ば
使
わ
な
い
語
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
調
査
の
時
の
会
話
に
お
い
て
も
、
特
に

「
ご
ざ
ん
も
す
」
を
用
い
た
の
は
九
十
歳
の
男
性
で
あ
り
、
女
性
の

方
は
そ
の
表
現
に
つ
ら
れ
て
使
わ
れ
た
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

「
も
す
」
に
し
て
も
や
は
り
、
高
齢
な
相
手
で
立
場
的
に
隔
た
り
が

あ
っ
た
か
ら
表
れ
た
と
見
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
語
は
A
と
B
の
会
話
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
比
較
的
敬
意
の

高
い
と
思
わ
れ
る
待
遇
表
現
で
あ
る
。
次
に

B
・
C
－

D
と
い
う
親

し
い
間
柄
の
三
人
の
会
話
に
見
ら
れ
た
待
遇
表
現
を
述
べ
た
い
。

尊
敬
「
な
る
」

人
の
動
作
や
行
為
を
表
す
動
詞
の
連
用
形
に
つ
き
、
前
述
の
「
な

は
る
」
と
同
じ
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

使
わ
れ
方
は
非
常
に
儀
礼
的
で
、
敬
語
と
し
て
の
意
識
は
薄
い
と

い
う
感
じ
が
す
る
。
先
の
「
な
は
る
」
と
較
べ
る
と
、
親
し
い
間
柄

で
は
「
な
る
」
し
か
っ
か
わ
れ
な
い
こ
と
な
ど
、
「
な
る
」
は
非
常
に

軽
い
敬
意
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
、
か
わ
か
る
。
が
、
「
な
る
」
の

下
に
「
も
す
」
が
付
い
た
場
合
（
な
ん
も
す
）
に
は
、
「
な
は
る
」
に

「
も
す
」
が
付
い
た
場
合
（
な
は
ん
も
す
〉
と
の
敬
意
の
差
が
小
さ

く
な
る
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
。
事
実
、

A
と
B
の
会
話
に
お
い
て

も
「
な
は
ん
も
す
」
と
同
じ
よ
う
に
「
な
ん
も
す
」
も
使
わ
れ
て
い

て
、
そ
の
二
つ
の
使
わ
れ
方
に
差
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

尊
敬
「
や
る
」

動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
敬
意
と
言
え
な
い
よ
う
な

敬
意
を
表
し
て
い
る
。
意
味
は
明
確
で
は
な
く
「
ー
し
て
お
ら
れ
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る
」
と
い
う
気
持
ち
を
含
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
近
し
い
間
柄
の

場
合
に
は
「
な
る
」
よ
り
も
頻
繁
に
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
層
敬

語
と
し
て
の
意
識
は
薄
く
、
単
に
言
葉
を
や
わ
ら
か
く
表
現
す
る
た

め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
東
秀
吉
著
『
球
磨
弁
｜
助
調
と

助
動
詞
と
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
球
磨
弁
の
動
調
そ

の
も
の
の
待
遇
表
現
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
球
磨
弁
の
待
遇
表
現
は
、

人
の
動
作
や
行
為
を
表
す
動
詞
に
尊
敬
や
丁
寧
の
補
助
動
詞
が
つ
い

て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

次
に
文
末
調
に
よ
る
敬
意
表
現
と
人
称
代
名
詞
に
よ
る
敬
意
表
現

を
見
て
い
く
。

文
末
調
の
敬
意
表
現
に
は
、
「
な
・
な
あ
」
「
も
ん
」
の
二
つ
が
あ

る
。
「
な
・
な
あ
」
は
た
だ
の
呼
び
か
け
に
も
聞
こ
え
る
が
、
そ
の
使

わ
れ
方
を
注
意
深
く
聞
い
て
み
る
と
、
文
全
体
を
や
わ
ら
か
く
表
現

す
る
働
き
を
し
て
い
て
、
軽
い
丁
寧
意
識
を
も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
も
ん
」
の
方
は
「
ー
じ
ゃ
っ
も
ん
で
」
と
い
う
形
で
接
続
詞
的
な

使
い
方
を
す
る
も
の
と
、
文
の
終
り
に
つ
け
て
腕
曲
的
な
言
い
ま
わ

し
に
す
る
使
い
方
が
あ
る
。
後
者
の
方
は
言
葉
を
や
わ
ら
か
く
す
る

点
に
お
い
て
丁
寧
語
的
と
い
え
る
要
素
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
人
称
代
名
詞
で
あ
る
が
、
一
人
称
代
名
調
の
場
合
、
敬
意

の
意
識
が
あ
ら
わ
れ
る
も
の
は
な
く
、
丁
寧
に
言
う
時
に
は
共
通
語

が
使
わ
れ
る
の
で
、
球
磨
弁
が
独
自
の
一
人
称
代
名
詞
の
敬
語
形
体

を
も
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
二
人
称
代
名
詞
に
な
る
と
「
オ

タ
ク
」
と
い
う
丁
寧
な
表
現
が
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
初
対
面
で
あ

る
と
か
、
役
職
・
立
場
が
上
の
人
な
ど
に
対
し
て
は
、
名
前
で
「
O

O
さ
ん
」
と
い
う
の
が
普
通
で
る
り
、
「
オ
タ
ク
」
が
丁
寧
な
言
葉
で

あ
る
と
は
い
え
、
使
わ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
親
し
い

間
柄
の
人
に
対
し
て
「
ア
タ
」
や
「
ヌ
シ
」
と
い
う
呼
び
方
が
あ
る

が
、
相
手
を
敬
っ
て
呼
ぶ
と
い
う
意
識
は
な
い
。
三
人
称
代
名
詞
に

は
「
ア
ン
ヒ
ト
」
と
「
ア
ヤ
ツ
」
が
あ
り
、
「
ア
ン
ヒ
ト
」
は
、
「
あ

の
人
」
が
変
化
し
た
語
で
あ
る
の
で
第
三
者
の
こ
と
を
丁
寧
に
述
べ

る
場
合
に
使
わ
れ
、
「
ア
ヤ
ツ
」
は
年
下
に
対
し
て
だ
け
使
わ
れ
る

の
で
ぞ
ん
ざ
い
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
第
三
者
を

呼
ぶ
場
合
に
は
名
前
を
述
べ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
代
名
調
を
使

う
こ
と
は
少
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
球
磨
弁
に
お
い
て
は
あ
ま
り
人
称
代
名
詞
に
よ

る
丁
寧
・
尊
敬
の
表
現
は
、
は
っ
き
り
と
は
見
ら
れ
な
い
。

総
体
的
に
見
て
、
方
言
を
使
う
時
場
面
が
改
ま
る
場
合
が
少
な
い

の
で
、
特
に
改
ま
っ
た
表
現
（
「
ご
ざ
ん
も
す
」
等
）
で
な
い
限
り
敬

語
と
し
て
の
意
識
は
薄
い
と
思
わ
れ
る
。
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第

章

若
年
層
を
対
象
と
し
た
方
言
待
遇
表
現

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
｜
分
析
と
考
察
｜

若
年
層
に
残
っ
て
い
る
方
言
待
遇
表
現
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

球
磨
弁
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
い
、

小
・
中
・
高
校
生
を
対
象
と
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
、
小
学
校
六
年
生
、
中
学
校
三
年
生
、
高
校
三
年
生
を
四
十

二
名
、
ず
つ
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
選
び
、
市
内
在
住
三
世
代
同
居
者
、
市



内
在
住
者
、
市
外
在
住
経
験
の
あ
る
三
世
代
同
居
者
、
市
外
在
住
経

験
者
に
分
け
て
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
一
語
一
語
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
と
思
う
。

「
ぐ
ざ
ん
も
す
」

市
内
在
住
者
も
市
外
在
住
経
験
者
も
「
知
ら
な
い
」
と
す
る
者
が

過
半
数
を
占
め
、
二
者
の
聞
に
違
い
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

「
ぐ
ざ
ん
も
す
」
の
つ
く
語
が
人
の
行
為
や
動
作
で
あ
る
場
合
、
高

校
生
の
市
内
在
住
三
世
代
田
居
者
は
、
「
知
ら
な
い
」
と
す
る
人
と

「
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
」
と
す
る
人
が
同
じ
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
を
示

し
た
。
高
校
生
の
市
内
在
住
三
世
代
同
居
者
が
、
そ
う
で
は
な
い
者

に
比
べ
て
少
し
で
は
あ
る
が
昔
か
ら
の
方
言
を
耳
に
す
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
、
敬
語
に
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
「
ぐ
ざ
ん
も

す
」
の
つ
く
語
が
自
然
・
事
象
で
あ
る
場
合
に
は
、
各
学
年
と
も
市

内
在
住
者
、
市
外
在
住
経
験
者
な
ど
全
て
を
合
わ
せ
て
、
「
知
ら
な

い
」
と
す
る
人
が
人
の
行
為
や
動
作
に
「
ぐ
ざ
ん
も
す
」
が
つ
い
た

場
合
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
ニ
つ
の
「
ぐ
ざ
ん

も
す
」
の
聞
に
微
妙
な
意
味
の
違
い
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
人
の
行
為
や
動
作
に
つ
く
「
ぐ
ざ
ん
も
す
」
に
は
聞

き
手
に
対
す
る
丁
寧
意
識
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
に
対
す
る
尊
敬
意

識
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

「
も
す
」

「
も
す
」
に
つ
い
て
一
つ
特
徴
的
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
な
は

る
」
や
「
な
る
」
に
「
も
す
」
が
つ
い
た
場
合
（
「
な
は
ん
も
す
」

「
な
ん
も
す
」
）
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
人
、
ま
た
は
知
っ
て
い
る
人
が

各
学
年
と
も
平
均
十

1
十
三
%
を
越
え
て
お
り
、
高
校
生
の
市
内
三

世
代
同
居
者
な
ど
は
四
十
%
に
達
し
て
い
る
。
一
方
、
「
も
す
」
が
一

般
動
詞
に
つ
い
た
場
合
、
小
・
中
学
生
は
「
な
は
ん
も
す
」
「
な
ん
も

す
」
と
あ
ま
り
差
が
な
い
が
、
高
校
生
を
見
る
と
、
「
知
ら
な
い
」
と

い
う
人
が
増
え
、
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
最
高
で
も
十
七
%
ま

で
下
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
「
な
は
ん
も
す
」
「
な
ん
も
す
」
が
一

語
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
割
に
日
常
的
に
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
が
、
自
分
が
使
っ
て
い
る
言
葉
と
し
て
は
「
な
は

ん
も
す
」
「
な
ん
も
す
」
と
も
に
全
く
現
れ
な
い
し
、
「
も
す
」
も

「
で
す
」
に
変
っ
て
い
て
使
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
実
際
耳
に

し
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
あ
ま
り
頻
繁
に
は
聞
い
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
分
の
使
う
言
葉
と
し
て
「
も
す
」
が
定
着
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
く
だ
は
る
」

こ
の
語
は
「
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
」
「
知
っ
て
い
る
が
使
わ
な
い
」

と
い
う
人
が
、
小
学
生
で
は
二
十
七
%
、
中
学
生
四
十
八
%
、
高
校

生
六
十
七
%
と
年
齢
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
人

が
増
え
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
小
・
中
・
高
校
生
の
年
齢
と
そ
の

お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
の
年
齢
を
対
比
し
て
考
え
て
み
る
と
、

高
校
生
の
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
の
年
齢
層
（
高
齢
層
と
思
わ

れ
る
）
に
は
ま
だ
割
合
に
使
わ
れ
て
い
る
語
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
こ
で
若
年
層
が
実
際
に
使
っ
て
い
る
言
葉
を
見
る
と
、
共
通

語
「
く
だ
さ
い
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
く
だ
は
る
」
に
は
親

し
い
間
柄
で
使
う
「
く
だ
る
」
と
い
う
く
だ
け
た
言
い
方
が
あ
る
が
、

こ
の
「
く
だ
る
」
さ
え
若
年
層
に
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
二
章
の

所
で
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
「
く
だ
は
る
」
と
「
く
だ
る
」
の
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用
法
に
差
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
同
列
化
し
た
上

で
共
通
語
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
な
は
る
」

「
な
は
ん
も
す
」
と
「
な
は
る
」
と
を
比
べ
る
と
全
学
年
を
平
均

し
て
「
知
ら
な
い
」
と
す
る
者
は
両
方
五
十
%
で
あ
ま
り
差
が
な
い

の
だ
が
、
「
知
っ
て
い
る
が
使
わ
な
い
」
と
す
る
者
は
全
学
年
平
均

「
な
は
ん
も
す
」
八
%
、
「
な
は
る
」
十
四
%
と
意
外
に
大
き
な
差
が

現
れ
た
。
ま
た
、
「
開
い
た
こ
と
は
あ
る
」
と
す
る
者
は
全
学
年
平
均

「
な
は
ん
も
す
」
三
十
一
二
%
、
「
な
は
る
」
二
十
八
%
と
逆
に
「
な
は

ん
も
す
」
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
「
知
っ
て
い
る
が
使
わ
な
い
」

と
す
る
者
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
、
が
「
な
は
る
」
の
方
が
高
い
と
い
う

こ
と
は
「
な
は
ん
も
す
」
よ
り
も
「
な
は
る
」
単
独
の
方
が
よ
り
多

く
使
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
な
は
ん
も

す
」
に
し
て
も
「
な
は
る
」
に
し
て
も
自
分
が
使
う
言
葉
と
し
て
出

て
く
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
消
え
て
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。「

な
る
」

こ
の
「
な
る
」
に
つ
い
て
は
大
変
興
味
深
い
結
果
、
が
現
れ
た
。
ま

ず
「
な
る
」
＋
「
も
す
」
の
形
に
な
る
と
「
間
い
た
こ
と
は
あ
る
」

「
知
ら
な
い
」
と
す
る
者
が
各
学
年
と
も
七
十
五
%
前
後
あ
り
、
小

学
生
に
お
い
て
は
八
十
%
を
越
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
な
る
」

が
一
般
動
詞
に
つ
い
た
場
合
に
は
「
知
っ
て
い
る
し
使
っ
て
い
る
」

と
す
る
者
が
中
・
高
校
生
に
お
い
て
は
七
十
%
を
越
え
て
お
り
一
小

学
生
で
も
五
十
%
を
越
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
な
る
」

は
現
在
で
も
広
く
一
般
に
使
わ
れ
て
い
て
、
「
な
ん
も
す
」
は
耳
に

し
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
程
度
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
「
も
す
」
の
所
で
述
べ
た
よ
う
に
「
も
す
」
が
次
第
に

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
追
従
す
る
よ
う
に
「
な
ん
も

す
」
も
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
「
自
分
が
使
っ
て
い
る
一
言
葉
」
の

回
答
で
、
元
来
「
な
は
る
」
が
使
わ
れ
て
い
た
所
で
現
在
は
「
な

る
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
事
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
先
に
述
べ
た
「
な
は
る
」
が
使
わ
れ
な
い
こ
と
の
裏
付
け
に

な
っ
て
い
る
。

人
称
代
名
詞

人
称
代
名
詞
に
お
い
て
、
ま
ず
一
人
称
の
場
合
は
待
遇
の
差
は
現

れ
に
く
い
と
い
え
る
。
使
わ
れ
る
一
人
称
は
親
し
い
間
柄
に
お
い
て

も
、
先
生
な
ど
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
「
お
れ
」
も
し
く
は
「
あ

た
し
」
で
あ
り
、
話
相
手
に
よ
っ
て
自
分
の
呼
び
方
が
変
わ
る
こ
と

は
な
い
。

二
人
称
の
場
合
に
な
る
と
、
少
し
丁
寧
に
言
う
時
「
お
ま
は
ん
」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
、
が
、
「
知
っ
て
い
る
が
使
わ
な
い
」
「
聞
い

た
こ
と
は
あ
る
」
と
す
る
者
が
全
学
年
平
均
六
七
l

八
%
で
、
殆
ん
ど

は
相
手
の
人
の
名
前
を
呼
ぶ
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

次
に
三
人
称
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
な
表
現
と
し
て
「
あ
ん
ひ
と
」

と
い
う
方
言
を
使
う
人
が
四
十
六
例
と
割
に
多
い
。
親
し
い
仲
で
話

し
を
す
る
場
合
に
は
「
あ
い
つ
」
「
あ
や
つ
」
と
い
う
語
が
出
て
く
る

の
で
、
「
あ
ん
ひ
と
」
は
丁
寧
な
い
い
方
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

人
称
代
名
詞
の
最
後
に
不
定
称
を
見
て
み
よ
う
と
思
う
。
丁
寧
な
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表
現
の
場
合
「
ど
ん
ひ
と
」
が
五
十
九
例
と
多
く
使
わ
れ
、
親
し
い

間
柄
に
な
る
と
男
女
の
別
な
く
「
だ
い
」
が
使
わ
れ
る
。
し
か
し
注

目
し
た
い
の
は
高
校
生
と
小
・
中
学
生
の
間
で
「
だ
い
」
を
使
う
・

使
わ
な
い
で
大
き
な
聞
き
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
高
校
生
は
「
だ

い
」
を
使
う
者
が
大
部
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
・
中
学
生
で
は

「
だ
れ
」
で
あ
っ
て
、
「
だ
い
」
は
「
知
っ
て
い
る
が
使
わ
な
い
」
か

「
知
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
耳
に
し
て
も
使
わ
な
い
と
い
う
の
は
共

通
語
が
浸
透
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
何
故
三
年
間
と
い
う
期

間
を
置
い
た
だ
け
で
こ
の
よ
う
な
違
い
が
で
る
の
か
、
疑
問
が
残
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

文
末
表
現
「
な
・
や
」

文
末
詞
の
「
な
」
と
「
や
」
は
少
数
「
や
」
が
丁
寧
で
あ
る
と
す

る
者
が
い
る
も
の
の
、
全
体
に
お
い
て
「
な
」
の
方
が
丁
寧
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
な
」
の
方
が
少
し
丁
寧
な
表
現
で

あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
「
ね
」
が
最
も
多
く
使
わ
れ
、
次
に

「
や
」
「
な
」
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
「
な
」
の
方
が
丁
寧
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
「
や
」
の
方
が
使
わ
れ
る
の
は
「
ね
」
が
「
な
」
に
と
っ
て

代
っ
て
い
て
方
言
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
「
や
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
を
分
析
し
て
み
た
が
、
自
分
が
現

在
ど
の
よ
う
な
言
葉
使
い
を
す
る
か
に
つ
い
て
興
味
深
い
結
果
が
で

た
の
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

「
な
る
」
の
新
用
法

先
に
少
し
述
べ
た
が
、
「
な
る
」
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
調
査
結

果
が
見
ら
れ
た
。
も
と
も
と
「
な
は
る
」
が
使
わ
れ
る
べ
き
相
手

（
先
生
や
年
下
の
人
）
に
対
し
て
も
現
在
は
「
な
る
」
「
や
る
」
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
丁
寧
に
述
べ
よ
う
と
す
る
時
に
は

共
通
語
「
で
す
」
を
つ
け
て
「
な
つ
で
す
」
「
や
つ
で
す
」
と
い
う
言

い
方
を
し
て
い
る
例
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
「
な
る
」
「
や
る
」
が

若
年
層
の
問
で
も
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
親
類
ゃ
あ
ま
り
親
し
く
な
い
同
級
生
と
話
す
時
に
も

「
な
る
」
「
や
る
」
が
使
わ
れ
て
い
て
、
若
年
層
が
使
う
方
言
の
敬
意

表
現
は
「
な
る
」
「
や
る
」
し
か
残
っ
て
い
ず
、
よ
り
丁
寧
に
話
す
べ

き
場
合
は
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
共
通
語
と
混
治
し
て
使
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
現
象
も
、
一
番
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は

高
校
生
で
あ
っ
て
、
中
・
小
学
生
と
使
う
割
合
が
少
な
く
な
っ
て
い

る。
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や
は
り
方
言
は
こ
の
ま
ま
消
え
て
ゆ
く
運
命
な
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
こ
の
「
な
る
」
の
用
法
の
よ
う
に
新
し
い
形
に
変
化
し
て
い
く

も
の
も
あ
る
と
思
う
。

今
回
の
調
査
で
は
調
べ
足
り
な
い
所
も
多
か
っ
た
が
、
少
し
で
も

方
言
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
そ
の
方
向
で

の
研
究
が
発
展
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。




