
『
安
愚
楽
鍋
』

に
お
け
る
こ
と
ば
の
様
相

廃
語
と
片
仮
名
表
記
語
の
面
か
ら

序

明
治
初
期
は
、
江
戸
語
か
ら
東
京
語
へ
と
移
り
変
わ
る
過
渡
期
に

あ
た
る
。
『
桝
一
郡
安
愚
楽
鍋
』
（
以
下
『
安
愚
楽
鍋
』
と
記
す
）
は
、

そ
の
明
治
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
、
明
治
初
期
の
話
こ
と
ば
を

最
も
よ
く
反
映
し
、
登
場
人
物
の
身
分
や
職
業
、
性
別
に
よ
っ
て
こ

と
ば
の
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、
国
語
学
的
価
値
が
大

変
高
い
作
品
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
『
安
愚
楽
鍋
』
を
資
料
と
し
て
、
そ
の
漢
語
や
表

記
の
面
か
ら
、
明
治
初
期
の
こ
と
ば
の
様
相
を
見
て
ゆ
き
た
い
と
思

う
。
底
本
は
、
国
立
国
語
研
究
所
が
製
作
し
た
『
桝
縮
安
愚
楽
鍋
用

語
索
引
』
収
録
の
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
を
使
用
し
た
。

本
論

第
一
章
『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語
に
お
け
る

廃
語
に
つ
い
て
の
考
察

第

節

『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語

岡

本

美

保

『
安
愚
楽
鍋
』
か
ら
一
定
の
基
準
で
漢
語
を
抜
き
出
し
た
と
こ
ろ
、

六
九
七
語
（
異
な
り
語
数
）
の
漢
語
を
得
た
。

第
二
一
節
現
在
で
は
使
わ
れ
な
い
語

『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語
の
中
か
ら
現
在
で
は
使
用
さ
れ
な
い
も
の

を
と
り
出
す
た
め
に
、
講
談
社
の
『
日
本
語
大
辞
典
』
と
の
対
照
を

行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
廃
語
と
し
て
得
た
語
の
数
は
七
三
語
で
あ
っ

た
。
こ
の
中
に
は
、
語
そ
の
も
の
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
ほ

か
に
、
語
は
収
め
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
解
釈
に
『
安
愚
楽
鍋
』
の
中

で
の
用
法
が
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
も
含
め
た
。
前
者
を
廃
語
＠
、

後
者
を
廃
語
＠
と
す
る
。

ま
ず
、
廃
語
の
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
理
由
を
見
て
ゆ
き
た
い
と

思
う
。
こ
の
際
、
森
岡
健
二
氏
が
『
近
代
語
の
成
立
』
で
挙
げ
ら
れ

た
廃
語
と
な
る
理
由
三
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も

住
ー

の
を
廃
語
＠
の
中
か
ら
抜
き
出
し
て
み
た
。

〈
古
い
時
代
の
概
念
事
物
を
表
す
漢
語
〉

番

新

扇

紙

大

藩

牛

店

半

紙

鉄
銭
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古

金

内

舎

洋

薬

西

洋

学

教

導

師

「
大
藩
」
は
明
治
四
年
の
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
「
鉄

銭
」
も
明
治
三

O
年
に
貨
幣
法
の
公
布
で
通
用
を
停
止
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
廃
止
さ
れ
た
制
度
な
ど
や
、
事
物
・
風
俗
・

考
え
方
な
ど
で
古
い
感
じ
の
す
る
も
の
を
、
こ
こ
に
挙
げ
た
。
概
念

事
物
が
な
く
な
っ
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
を
表
す
語
が
廃
語
と
な
る
の
も

当
然
の
こ
と
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

〈
同
義
語
の
競
争
に
敗
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
漢
語
〉

高

味

平

人

究

理

学

新

聞

紙

蒸

気

車

西
洋
人
割
者
氏
店
謝
義
舎
主
高
名
家

こ
う
巴
き

座

料

地

内

活

版

局

異

人

舘

高

値

作

料

西

洋

流

西

洋

家

困

迫

鎖

港

年

尾

病

家

難

症

医

道

漢

家

輔

衆

名

漢

医

外

科

〔

療

〕

悪

婆

英

学

工

人

空
乏
洋
航
伐
銭
歓
喜
荏
踊
〔
雀
躍
〕

出

訴

戯

述

深

策

例
え
ば
「
高
味
」
の
同
義
語
で
今
日
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は

「
美
味
」
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
謝
義
」
は
「
謝
礼
」
、
「
伐

銭
」
は
「
罰
金
」
な
ど
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
究
理
学
」
は
『
明
治
の

こ
と
ば
辞
典
』
（
東
京
堂
出
版
）
に
よ
る
と

（
略
）
英
語

E
E
E
U
F
E目
。
吾
河
あ
る
い
は
吾
首

5
の
訳
語
と
し

て
用
い
ら
れ
た
が
明
治
二

O
年
ご
ろ
に
は
「
物
理
学
」
と
交
代
し
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
新
聞
紙
」
は
、
新
し
い
話
と
い
う
意
味
で

あ
っ
た
「
新
聞
」
と
混
同
し
、
現
在
で
は
「
新
聞
」
の
方
を
用
い
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
同
一
、
ま
た
は
非
常
に
似
た
意
味
を
持
つ
語

が
い
く
つ
も
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
が
併
存
し
て
ゆ
く
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
漢
字
や
読
み
方
が
難
し
か
っ
た
り
、
古
い
ニ
ュ
ア
ン

ス
だ
っ
た
り
す
る
語
の
方
が
し
だ
い
に
使
わ
れ
な
く
な
り
、
姿
を
消

し
て
ゆ
く
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
中
に
は
同
義
語
と
の
競
争
に
敗

れ
た
原
因
が
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
多
い
。

〈
和
語
に
席
を
譲
っ
て
し
ま
っ
た
漢
語
〉

Y

森
岡
氏
は
「
賦
扶
（
か
る
石
）
」
「
廟
痩
（
や
せ
る
」
な
ど
を
挙
げ

て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
明
確
に
和
語
と
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た

漢
語
は
『
安
愚
楽
鍋
』
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
強
い
て
挙

げ
れ
ば
「
膳
所
」
「
賢
児
」
が
こ
の
理
由
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
か
。

「
膳
所
」
は
重
箱
読
み
の
「
台
所
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
「
賢

児
」
は
「
賢
い
子
」
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
一
一
一
一
口
い
方
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
に
あ
て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る

も
の
を
大
ま
か
に
挙
げ
て
み
た
が
、
全
体
的
に
見
る
と
「
同
義
語
の

競
争
に
敗
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
漢
語
」
が
最
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
廃
語
＠
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
廃
語
＠
と
し
た
も
の
に
は
、

次
の
九
語
が
あ
る
。

寒

中

世

界

強

勢

激

護

内

謹

一

局

g
u
Jご

J

、

新
聞
隠
貰
女
〔
地
獄
〕
格

こ
の
中
で
「
世
界
」
「
内
讃
」
「
謄
買
女
〔
地
獄
〕
」
の
三
語
は
『
安

愚
楽
鍋
』
に
お
い
て
、
隠
語
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、

廃
語
＠
の
ほ
か
の
こ
と
ぼ
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
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第
三
節
廃
語
と
登
場
人
物
と
の
係
わ
り

第
こ
節
で
述
べ
た
廃
語
と
、
人
物
と
の
聞
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関



係
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

鈴
木
英
夫
氏
は
「
『
安
愚
楽
鍋
』
に
み
ら
れ
る
漢
語
と
そ
の
表
記

に
つ
い
て
」
の
中
で
、
使
わ
れ
て
い
る
漢
語
及
び
そ
の
表
記
の
仕
方

か
ら
、
登
場
人
物
を
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
れ

を
ま
と
め
て
み
る
と
、
だ
い
た
い
次
の
よ
う
に
な
る
。

－
漢
語
使
用
層
と
い
う
べ
き
人
物
と
し
て
「
都
武
士
」
「
生
文
人
」

「
土
」
「
薮
医
生
」
「
新
聞
好
」
の
五
人
が
挙
げ
ら
れ
る
。

－
漢
語
使
用
層
の
周
辺
の
人
々
が
、
「
半
可
」
「
西
洋
好
」
「
商
法
個
」

の
三
人
と
言
え
る
。

－
い
わ
ば
、
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
が
「
町
人
」
「
芝
居
者
」
「
堕
落

伺
」
「
野
諮
問
」
「
落
語
家
」
「
歌
妓
」
「
諸
工
人
」
「
文
盲
」
「
人
車
」

「
茶
店
女
」
「
娼
妓
」
で
あ
る
。
こ
の
中
で
は
「
歌
妓
」
「
娼
妓
」
「
茶

店
女
」
の
女
性
群
、
が
漢
語
と
最
も
縁
の
遠
い
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ

る
鈴
木
氏
は
、
明
治
初
期
の
視
点
か
ら
登
場
人
物
を
以
上
の
よ
う
な

グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
廃
語
を
基
に
し
て
各
登

場
人
物
を
見
た
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
表
れ
る
か
と
い
う
こ

と
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

そ
こ
で
、
登
場
人
物
別
に
用
い
て
い
る
漢
語
の
数
と
そ
の
中
の
廃

語
の
数
を
算
出
し
、
異
な
り
語
数
で
表
l
に
示
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、

各
登
場
人
物
の
使
用
漢
語
数
に
対
す
る
廃
語
の
数
の
割
合
（
百
分

率
）
を
出
し
、
そ
の
割
合
の
大
き
い
順
に
並
べ
た
も
の
が
表
2
で
あ

る。
表
2
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
各
登
場
人
物
の
廃
語
の
割
合
に
、
あ

ま
り
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
が
、
傾
向
と
し
て
、
だ
い
た
い
以
下

にとの車が
廃、人」続

語漠々ヱい
の語と 会て
割使呼旦い
合用ば「る
が層れ娼
高、 た 妓 ー
い そ者」方
とのたの
い周ち三廃
う辺で人語
この あはが
と人る、ー
が 々 。鈴語
言、す木も
えご な 氏 認
るくわにめ
。ふちよら
しつ、つれ
たう 大てな好さに使さ「あさ漢ルは あ 「 人 三 だるなに
がのまどか」れい用ん町るれ語 l鈴り薮」人表ろのこ述
つ人かくつ「たる層で人。た使プ木、医記は 2 うでとべ
て 々にふた半「人の、」ま人用分氏こ生寄「のかはがる
、の 見 つ 「 可西物周漢をた々層けのれ」盟生上。な言よ
明順るう人」洋と辺語は でとでグらでと文位 いえう

新茶茶落薮芝商町 人文歌半娼生諸野品目堕西

聞J王女古Jこ古語医居法 士 丈工帯武落洋

好投家生者個人 車盲妓 可 妓 人 人 間 士 個 好

漢
122 30 40 39 83 51 53 37 98 14 35 51 72 51 54 23 37 30 33 54 

三ロ五ロ

18 2 1 1 12 3 1 5 8 0 0 1 7 0 8 1 0 2 1 6 廃至＠宝玉

廃
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＠ 
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回

出

同

盟

関

田

町

治

初

期

に

は

漢

人

制

闇

阻

削

ー

ー

固

倒

閣

嵐

語

流

行

の

中

心

｜
芝
居
者
側
ー
ー
田

ω｜
堕

落

個

ω｜
に
い
た
人
々
、

茶
店
女
（
ひ
き
）
制
BIlbos

－
落
語
家
制
ー
｜
諸
工
人
制
｜
｜
つ
ま
り
、
当
時

）

め

の

尖

端

を

行

く

野
哲
間
幻
｜
｜
茶
店
女
（
こ
ろ
）
幻
｜
｜
歌
妓
Z
｜
｜

（

（

〉

こ

と

ば

を

使

つ

岡
附
団
側
｜
｜
人
車

ω｜
｜
文
盲

ω｜
｜
娼
妓
0（

て
い
た
人
々
が

（
）
内
は
%

今
日
の
こ
と
ば

口
漢
語
使
用
層
口
漢
語
使
用
層
の
周
辺
の
人
々
、
そ
か
ら
は
遠
い
位

の
他
は
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
（
鈴
木
氏
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
）
置
に
い

う
傾
向
が
表
れ

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

漢
語
使
用
層
が
用
い
た
漢
語
に
は
、
非
日
常
的
で
難
し
い
も
の
が

多
か
っ
た
の
で
、
一
般
に
定
着
し
た
語
が
少
な
く
、
こ
の
よ
う
な
傾

向
が
表
れ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
「
娼
妓
」
な
ど
が
用
い
て

い
る
漢
語
は
当
時
の
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
ま
ま
生
活
に
密
着
し
、
基
本
語
蒙
に
組
み
こ
ま
れ
て
今
日

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

表
2
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
廃
語
の
割

合
が
最
も
高
い
の
は
「
生
文
人
」
で
あ
る
。
「
生
文
人
」
が
漢
語
使
用

層
の
中
で
も
特
別
な
位
置
に
い
る
人
物
で
、
古
い
こ
と
ば
づ
か
い
が

強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
鈴
木
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
明
治
初
期

に
お
い
て
す
で
に
古
い
こ
と
ば
づ
か
い
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
人

物
が
、
今
日
か
ら
見
た
場
合
に
最
も
遠
い
存
在
で
あ
る
の
は
当
然
と

言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
鈴
木
氏
に
よ
っ
て
、
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
と
呼
ば
れ
た
人

た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
表
2
の
下
位
の
方
に
い
る
の
に
対
し
、
そ
の
中

で
ひ
と
き
わ
廃
語
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
が
「
町
人
」
で
あ

る
。
「
町
人
」
も
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
と
い
う
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は

特
異
な
存
在
で
、
時
代
に
と
り
残
さ
れ
た
古
い
人
物
で
あ
る
と
い
う

の
が
、
鈴
木
氏
の
評
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
町
人
」
の
廃
語
の

割
合
が
高
い
の
も
「
生
文
人
」
と
同
じ
よ
う
な
理
由
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
「
町
人
」
の
話
の
相
手
が
「
士
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
結
果
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
土
」
は
漢
語
使
用
層
に
属
す
る
人
物
で
、
使
用
漢
語

数
が
九
八
語
と
「
新
聞
好
」
に
次
い
で
多
い
。
用
い
る
漢
語
も
一
般

の
人
々
か
ら
す
る
と
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
町
人
」
は

話
題
が
「
士
」
と
共
通
で
あ
っ
た
た
め
に
、
自
然
と
難
し
い
漢
語
を

用
い
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
も
と
も
と
の
使
用
漢
語

数
が
三
七
語
と
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
表
2
の
上
位
に
顔
を
見
せ
る

結
果
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
「
商
法
個
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
「
商
法
個
」
は
漢
語
使

用
層
の
周
辺
の
人
々
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

漢
語
使
用
層
及
び
「
商
法
個
」
以
外
の
漢
語
使
用
層
周
辺
の
人
々
が

表
2
の
上
位
に
位
置
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
商
法
個
」
は
、
廃
語
が

一
語
も
な
か
っ
た
「
文
盲
」
「
人
車
」
「
娼
妓
」
を
除
け
ば
最
も
廃
語

の
割
合
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
鈴
木
氏
が
「
西
洋
好
」
「
半

可
」
「
商
法
個
」
の
三
人
を
漢
語
使
用
層
の
周
辺
の
人
々
と
判
断
し

た
根
拠
を
見
て
み
る
と
、

話
の
中
で
漢
語
を
用
い
る
割
合
は
、
「
漢
語
使
用
層
」
を
除
い
て
は
、
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高
い
方
で
あ
り
、
そ
の
漢
語
を
漢
字
で
表
記
す
る
割
合
も
、
「
漢
語
使

用
層
」
に
次
い
で
高
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
字
引
な
ど
と
共
通
の
漢

語
も
、
か
な
り
用
い
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
三
一
人
の
用
い
る
漢
語

に
は
、
数
量
的
な
も
の
や
表
記
と
い
う
よ
う
な
外
観
の
差
は
み
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
、
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「
商
法
個
」

だ
け
、
廃
語
の
割
合
が
非
常
に
低
い
の
は
、
用
い
る
漢
語
そ
の
も
の

の
差
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
話
題
に
よ
っ
て

用
い
る
漢
語
が
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の

内
容
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
話
や
用
い
た
漢
語
な
ど
を
見
て
ゆ
く
と
、

ま
ず
「
西
洋
好
」
は
そ
の
名
の
一
示
す
と
お
り
、
「
西
洋
」
の
こ
と
を
話

題
に
し
て
い
る
。
話
の
随
所
に
「
西
洋
で
は
・
：
・
：
」
「
西
洋
人

は
：
：
：
」
な
ど
の
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の

知
っ
て
い
る
限
り
の
西
洋
に
つ
い
て
の
知
識
を
ひ
け
ら
か
そ
う
と
し

て
い
る
「
西
洋
好
」
の
態
度
が
う
か
が
え
る
。
次
に
「
半
可
」
を
み

て
み
る
と
、
当
時
の
有
名
人
で
あ
っ
た
コ
一
夫
」
や
「
喜
三
郎
」
「
小

林
椿
岳
」
「
北
庭
筑
波
」
「
小
さ
ん
」
と
い
っ
た
人
々
に
つ
い
て
説
明

や
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
「
て
ん
ぷ
ら
と
い
や
ァ
：
：
：
」
「
う
で
と
い

や
7

：
：
：
」
「
日
本
一
で
お
も
ひ
だ
し
た
が
：
：
：
」
「
は
な
し
と
い

や
ァ
：
：
：
」
と
い
う
ふ
う
に
自
分
の
こ
と
ば
を
自
分
で
引
き
と
っ
て
、

非
常
に
落
ち
着
き
の
な
い
話
し
方
を
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
せ
わ
し
な
さ
に
は
、
「
西
洋
好
」
と
同
じ
よ
う
に
知
っ
て
い
る

こ
と
を
す
べ
て
話
そ
う
と
い
う
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
一
方
、
「
商
法
個
」
は
、

商
兵
衛
さ
ん
牛
肉
は
横
演
の
こ
と
だ
が
此
家
の
は
ず
ゐ
ぶ
ん
食
へ
る

ね
へ
、
お
い
ら
ア
知
己
だ
け
亭
主
が
並
よ
り
気
を
つ
け
て
極
新
し
い

の
を
食
は
せ
る
か
ら
は
じ
め
て
の
牛
店
な
ン
ぞ
へ
は
め
っ
た
に
は
い

ら
ね
ヘ
ヨ

と
話
し
出
し
て
、
「
此
あ
ひ
だ
」
入
っ
た
「
或
牛
店
」
の
文
句
を
並
べ

た
て
、（

牛
肉
は
）
屠
て
二
日
目
あ
た
り
が
東
上
ダ
ネ
寂
上
と
い
や
ア
こ
ん

ど
あ
め
り
か
十
八
番
か
ら
引
取
ッ
た
羅
紗
は
綿
な
し
の
上
物
ダ
ガ
十

行
李
ま
と
め
て
賀
て
へ
も
ん
ダ
ガ
：
：
：
（
後
略
）

と
い
う
ふ
う
に
商
売
の
話
へ
と
展
開
し
て
い
る
。

「
西
洋
好
」
と
「
半
可
」
が
明
治
初
期
特
有
の
世
間
の
様
相
を
話

題
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
商
法
個
」
の
話
題
は
今
日
で
も
聞
か

れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
西
洋
好
」
や
「
半
可
」

の
用
い
る
漢
語
は
「
全
権
」
「
幣
習
」
「
新
聞
紙
」
「
往
来
」
「
因
循

家
」
「
営
世
」
「
地
内
」
な
ど
、
全
体
的
に
見
て
も
士
口
い
に
お
い
の
感

じ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。
一
方
、
「
商
法
個
」
の
場
合
は
商
売
の
話
が

中
心
で
あ
る
か
ら
、
「
下
落
」
「
目
的
」
「
損
」
「
散
財
」
「
繁
昌
」
な

ど
、
現
在
で
も
用
い
る
語
が
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

廃
語
の
割
合
を
見
た
と
き
に
、
こ
の
三
人
の
中
で
「
商
法
個
」
だ
け

が
他
の
二
人
と
離
れ
て
低
い
位
置
に
い
る
の
は
、
や
は
り
話
題
が
影

響
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
廃
語
と
登
場
人
物
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ

の
結
果
、
当
時
の
ご
く
ふ
つ
う
の
人
々
と
評
さ
れ
た
人
物
た
ち
の
用

い
た
漢
語
は
、
ほ
と
ん
ど
が
今
日
ま
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
明
治
初
期
の
時
点
で
古
い
人
物
と
さ
れ
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て
い
た
「
生
文
人
」
と
「
町
人
」
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
当
時

の
こ
と
ぼ
の
世
界
に
お
い
て
流
行
の
中
心
に
い
た
と
さ
れ
る
人
々
も
、

今
日
か
ら
す
れ
ば
、
旧
時
代
的
な
人
物
に
み
え
る
と
い
う
こ
と
が
き
同

え
る
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
中
聞
に
位
置
し
、
新

し
が
っ
て
漢
語
を
使
お
う
と
し
て
い
る
と
評
さ
れ
た
三
人
の
う
ち
二

人
は
、
そ
の
話
題
、
か
明
治
独
特
の
も
の
だ
っ
た
－
た
め
、
現
在
の
こ
と

ば
か
ら
す
れ
ば
旧
時
代
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
「
商
法
個
」
だ

け
は
今
日
に
も
通
じ
る
よ
う
な
話
を
し
て
い
た
た
め
に
、
廃
語
の
割

合
が
低
い
と
い
う
結
果
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語
に
お
け
る
廃
語
に
つ
い
て
の
考
察

を
終
え
る
。

第
二
章

『
安
愚
楽
鍋
』
に
お
け
る
片
仮
名

表
記
語
に
つ
い
て
の
分
析

第
一
節
今
日
の
片
仮
名
表
記
語

現
在
、
私
た
ち
が
用
い
る
文
章
で
は
、
漢
字
や
平
仮
名
に
比
べ
て
、

片
仮
名
表
記
す
る
語
は
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
国
語

表
記
事
典
』
（
昭
和
六
二
年
刊
）
の
「
片
仮
名
書
き
の
語
」
に
は
、
外

来
語
・
外
国
の
地
名
・
人
名
を
は
じ
め
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
片
仮

名
書
き
さ
れ
る
語
、
が
－
記
さ
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
、
現
代
で
は
片
仮

名
は
語
表
記
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

で
は
、
『
安
愚
楽
鍋
』
で
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
片
仮
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
対
象
部
分
は
、
初
編
か
ら
三
編
下
ま
で
の

全
編
で
、
序
や
地
の
文
な
ど
も
含
む
。
た
だ
し
、
三
編
上
の
序
は
漢

字
片
仮
名
交
り
文
な
の
で
、
対
象
か
ら
除
い
た
。

第
二
節
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
の
字
体

本
稿
で
底
本
と
し
た
国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
『
安
愚
楽
鍋
』
で
は
、

平
仮
名
・
片
仮
名
に
様
々
な
字
体
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
片
仮
名
表

記
語
を
見
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
こ
の
中
か
ら
間
違
い
な
く
片
仮
名
だ

け
を
抜
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
『
漢
字
講
座

H
4漢
字
と
仮
名
』
（
明
治
書
院
）
に
付
録
と

し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
、
平
仮
名
・
片
仮
名
そ
れ
ぞ
れ
の
字
体
・
字

源
表
を
参
考
に
し
て
片
仮
名
の
認
定
を
行
っ
た
。
こ
の
資
料
に
は
、

い
く
つ
か
の
作
品
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
、
平

仮
名
は
『
冥
途
の
飛
脚
』
（
正
徳
元
年
初
演
）
、
『
尋
常
小
事
讃
本
』

（
明
治
二
七
年
発
行
）
、
『
た
け
く
ら
べ
』
（
明
治
二
九
年
発
行
）
の
字

体
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
片
仮
名
は
「
『
偲
字
考
』
（
岡
田
真
澄

著
）
に
よ
る
片
仮
名
の
字
体
・
字
源
一
覧
」
を
用
い
た
。
こ
れ
は

『
偲
字
考
』
〈
文
政
五
年
刊
）
か
ら
片
仮
名
に
関
す
る
記
事
を
抜
粋
し

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
築
島
裕
氏
の
『
日
本
語
の
世
界

5
仮
名
』
な
ど
も
参
考
と
し
た
。

こ
う
し
て
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
の
字
体
を
調
べ
た
結
果
、
以

下
述
べ
る
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
に
し
た
。

片
仮
名
の
「
ハ
」
に
似
た
字
体
の
「
人
」
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
平
仮
名
「
は
」
の
異
体
字
で
あ
る
か
ら
、
と
ら
な

い
。
ま
た
「
ミ
」
に
つ
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
を
平
仮
名
の
異
体
字
と

み
な
し
た
。
？
こ
一
ウ
ト
」
な
ど
の
場
合
は
片
仮
名
と
す
る
。
「
子
」

は
「
ネ
」
の
異
体
字
と
し
て
片
仮
名
と
み
な
す
。
『
般
字
考
』
の
片
仮
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名
に
関
す
る
記
事
で
は
「
ネ
」
は
「
通
行
の
片
仮
名
以
外
の
も
の
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
安
愚
楽
鍋
』
で
も
「
ネ
」
が
見
ら
れ
る
の
は

「
ダ
ガ
ネ
」
の
一
例
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
治
初
期
も
「
ネ
」

よ
り
「
子
」
が
主
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
最

も
判
断
が
難
し
か
っ
た
の
が
「
ツ
」
で
あ
る
。
似
た
よ
う
な
字
体
が

『
冥
途
の
飛
脚
』
の
平
仮
名
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
非
常
に
丸
み

の
あ
る
曲
線
的
な
も
の
で
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
字
体
は
比
較
的
、
直
線

的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
片
仮
名
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
。

そ
の
他
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
の
字
体
に
つ
い
て
気
づ
い
た

点
を
二
、
三
挙
げ
て
お
き
た
い
。
『
安
愚
楽
鍋
』
に
は
「
エ
」
は
出
て

こ
ず
、
す
べ
て
「
ヱ
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
オ
」
と

「
ヲ
」
が
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
使
い
分
け
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。

他
に
「
マ
」
に
一
例
だ
け
「
一
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
『
日
本
語

の
世
界
5
仮
名
』
の
「
仮
名
字
体
附
表
」
の
中
で
『
十
二
天
法
古

点
』
（
一

O
五
O
年
頃
）
を
資
料
と
し
た
も
の
に
「
ご
と
い
う
字
体

が
み
え
る
。
最
後
に
「
ス
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
例
だ

け
「
人
」
が
み
え
る
。
こ
れ
は
「
仮
名
字
体
附
表
」
の
『
大
日
経
疏

康
和
五
年
点
』
（
一
一

O
一
二
年
）
を
資
料
と
し
た
も
の
に
表
れ
て
い

る。
総
じ
て
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
の
字
体
は
、
現
行
の
も
の
と
ほ

ぼ
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
例
外
が

「
ヱ
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
ワ
行
の
「
ヱ
」
は
現
在
の
片
仮
名

の
字
体
と
し
て
は
見
ら
れ
ず
、
「
エ
」
を
使
用
す
る
が
、
『
安
愚
楽

鍋
』
で
は
そ
れ
と
は
逆
に
「
ヱ
」
の
み
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
一
例
だ
け
見
ら
れ
た
「
ネ
」
「
一
」
「
人
」
に
つ
い
て
は
、

「
ネ
」
が
後
に
統
ニ
子
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
対

し
「
ご
「
人
」
は
消
え
て
ゆ
く
運
命
に
あ
る
字
体
で
あ
っ
て
、
一
例

と
い
う
数
が
一
示
す
意
味
、
が
「
ネ
」
と
「
一
」
「
人
」
で
は
全
く
違
う
と

い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
う
。

第
三
節
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
表
記
語

第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
判
断
に
基
づ
い
て
『
安
愚
楽
鍋
』
か
ら

片
仮
名
表
記
語
を
抜
き
出
し
た
結
果
、
一
三
五
九
箇
所
の
語
を
得
た
。

こ
れ
ら
を
大
き
く
一
一
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
示
す
。
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
を
数
例
ず
つ
挙
げ
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
語
、
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
片
仮
名
表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
分
、

析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
例
を
示
す
場
合
、
先
に
述
べ
た
「
子
」

「
ヱ
」
「
一
」
「
人
」
は
そ
れ
ぞ
れ
現
行
の
字
体
で
表
す
。

ω特
定
の
用
語
三
箇
所

ウ

タ

カ
L

リ
カ
ケ
ム
ロ

注
2

土
屋
信
一
氏
は
「
『
浮
世
風
呂
』
の
片
仮
名
表
記
語
」
で
、
「
タ
ロ

ク
」
「
ノ
リ
地
」
、
引
用
の
「
ト
」
に
つ
い
て
、

（
略
）
「
シ
テ
」
「
ワ
キ
」
そ
の
他
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
能
狂
言
・
歌

舞
伎
・
浄
瑠
璃
な
ど
の
台
本
に
は
、
一
部
の
特
定
の
用
語
を
片
仮
名

で
表
記
す
る
習
慣
が
あ
り
、
そ
れ
、
が
、
そ
の
ま
ま
、
こ
こ
に
伝
わ
っ
た

の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
ウ
タ
」
「
カ
与
リ
」
「
カ
ケ
合
」
も
同
様
で
、

こ
の
よ
う
な
表
記
習
慣
に
基
づ
い
て
片
仮
名
表
記
さ
れ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
引
用
の
「
ト
」
は
、
本
稿
で
は
同
助
詞
の
グ
ル
ー

プ
に
入
れ
た
。
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ω擬
声
語
二
五
箇
所

ト
ン
／
＼
ガ
ア
ヘ
ン
サ
カ
ホ
イ
ハ
：
：
：

擬
声
語
は
、
今
日
に
お
い
て
も
片
仮
名
表
記
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
安
愚
楽
鍋
』
に
は
、
「
か
ら
か
ら
」
「
が
ら
が
ら
」
の
よ
う
に
平
仮

名
表
記
の
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
の

は
こ
の
二
箇
所
く
ら
い
で
、
例
外
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

擬
戸
語
は
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
音
声
的
な
こ
と
ぼ
で
あ
る
か

ら
、
片
仮
名
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
表
音
性
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て

い
る
。ω外

来
語
二
八
箇
所

フ
ラ
ン
ケ

v
ト
シ
ャ
ボ
ン
さ
ん
ガ
ラ
ス

外
国
か
ら
入
っ
て
き
た
こ
と
ば
の
音
を
忠
実
に
表
す
手
段
と
し
て

片
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
安
愚
楽
鍋
』

に
は
「
あ
め
り
か
」
の
よ
う
に
平
仮
名
の
も
の
や
「
羅
紗
」
の
よ
う

に
漢
字
で
書
い
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
外
来
語
の
片
仮
名
表
記
の
先

注
S

駆
は
新
井
白
石
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
一
般
化
す
る
の
に
は
時

聞
が
か
か
り
、
明
治
初
期
に
は
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

ω意
味
の
注
記
七
箇
所

い

ん

じ

ゅ

ん

べ

ん

け

う

し

ん

そ

〈

せ

い

じ

っ

因
循
し
て
勉
強
し
て
神
速
に
誠
実

マ
ゴ
，
t
、

ッ

ト

メ

ス

ミ

ヤ

カ

マ

コ

ト

ュ

振
り
仮
名
と
い
う
と
、
現
在
で
は
漢
字
の
読
み
方
を
示
す
も
の
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
左
側
に
意
味
を
表
す
振
り
仮
名
を
あ
て
る
こ
と

住
4

は
、
江
戸
中
期
の
読
本
あ
た
り
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
平
仮
名
で
示
さ
れ
た
読
み
と
の
区
別
が
明
確
に
な
る
よ
う

に
、
意
味
に
は
片
仮
名
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
片
仮
名
が
語
の
意
味
を
示
す
と
い
う
点
で
、

ω同
の
グ
ル
ー
プ
の
表
音
的
な
用
い
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
言
え

る。同
な
ま
り
四
箇
所

ア
リ
ン
ス
ヲ
ツ
ス
ダ
ツ
ソ
オ
ハ
ヤ
シ

「
プ
リ
ン
ス
」
「
ヲ
ツ
ス
」
は
「
あ
り
ま
す
」
「
ご
ざ
い
ま
す
」
の

き
と
な
ま

「
廓
靴
り
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
ダ
ツ
ソ
」
「
オ
ハ
ヤ

シ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
脱
走
」
「
お
廃
止
」
の
こ
と
で
あ
り
、
仮
名
垣
魯

文
は
こ
れ
ら
を
「
く
せ
」
だ
と
注
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
な
ま

り
や
く
せ
は
、
そ
の
音
声
的
特
徴
を
表
す
た
め
に
、
表
音
性
を
も
っ

片
仮
名
、
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
感
動
詞
ニ

O
四
箇
所

モ

シ

ヲ

ヤ

ハ

イ

コ

ウ

ハ

ア

マ

ア

「
是
ヤ

1
1」
や
「
ま
7
」
な
ど
の
片
仮
名
の
交
っ
た
も
の
（
六

箇
所
）
は
、
片
仮
名
表
記
語
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
感
動
調
は
、
話

し
こ
と
ば
と
し
て
の
色
彩
が
強
い
語
で
あ
る
た
め
に
、
片
仮
名
表
記

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
、
片
仮
名
の
表
音
性
に
由
来
し

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
感
動
調
の
片
仮
名
表
記
の
理
由
と
し

て
は
、
土
屋
信
一
氏
が
「
『
浮
世
風
呂
』
の
片
仮
名
表
記
語
」
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
を
際
立
た
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
『
安
愚
楽
鍋
』
に
お
い
て
、
片
仮
名
表
記
さ
れ
た
感

動
調
の
文
中
の
位
置
を
調
べ
て
み
る
と
、
ニ

O
四
箇
所
中
一
五
七
箇

所
が
文
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
文
末
の
も
の
も
三
箇
所
あ

る
。
し
た
が
っ
て
両
方
あ
わ
せ
る
と
、
削
%
が
文
頭
・
文
末
に
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
安
愚
楽
鍋
』
で
は
、
と
き
ど
き
句
点
の
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よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
句
読
点
の
打
ち
方
は
今
日
の
文

章
の
よ
う
に
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
句
読
点
の
明

確
で
な
い
『
安
愚
楽
鍋
』
の
中
で
は
、
文
頭
・
文
末
の
語
を
片
仮
名

表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
が
際
立
つ
と
い
う
こ
と
が
確
か
に
言
え

る
と
思
わ
れ
る
。

例
副
調
・
接
続
詞
・
連
体
詞
八
四
箇
所

ナ

ン

ト

グ

ツ

ト

ホ

ン

ニ

モ

ウ

ツ

イ

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
副
詞
が
六
九
箇
所
と
最
も
多
い
。
接

続
詞
は
八
箇
所
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
六
箇
所
は
逆
接
の
接
続
調
だ
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。
連
体
調
は
七
箇
所
の
う
ち
「
ホ
ン
の
」
が
一
箇

所
で
、
あ
と
は
す
べ
て
「
ア
ノ
」
で
あ
る
。
平
仮
名
の
「
あ
の
」
も

一
一
例
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
あ
の
娼
妓
は
：
：
：
」
「
あ
の
説

は
：
：
：
」
な
ど
、
単
に
離
れ
て
い
る
物
や
人
な
ど
を
指
す
意
味
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
「
ア
ノ
」
の
場
合
、
六
例
中
四
例

は
「
ア
ノ
人
」
「
ア
ノ
旦
那
」
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
が
自
分
の

好
い
人
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
人
物
を
指
す
の
に
用
い
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
「
例
の
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
「
ア
ノ
」
が
一
例

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
ア
ノ
」
が
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん

で
い
る
こ
と
や
、
逆
接
の
接
続
詞
が
多
い
こ
と
、
及
び
、
副
詞
が
も

っ
用
言
を
修
飾
す
る
と
い
う
性
質
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
グ

ル
ー
プ
の
語
の
片
仮
名
表
記
は
、
片
仮
名
に
よ
る
強
調
的
な
表
現
効

果
を
ね
ら
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
助
調
三
三
五
箇
所

＠
引
用
の
「
ト
」

お
め
し
か
へ
ト

＠
終
助
詞
・
間
投
助
調

ひ
ら
き
や
す
ネ
ふ
さ
い
だ
ヨ
あ
の
ウ
ナ

の
格
助
詞
・
準
体
助
調
・
副
助
詞
な
ど

は
や
い
の
ヤ
半
年
ヅ
与
は
き
も
の
ヲ

＠
の
引
用
の
「
ト
」
の
片
仮
名
表
記
は
、
明
治
以
前
か
ら
の
演
劇

脚
本
の
習
慣
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
で
も
「
ト
書

き
」
と
い
う
こ
と
ば
に
残
っ
て
い
る
。
＠
の
終
助
詞
・
間
投
助
調
は
、

二
八
九
箇
所
あ
り
、
全
片
仮
名
表
記
語
の
山
%
を
占
め
る
と
い
う
非

常
に
用
例
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
終
助
詞
・
間
投
助
詞
の
片
仮

名
表
記
は
、
一
般
的
と
は
言
え
な
い
が
、
今
日
で
も
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
節
末
、
文
末
に
お
か
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
片
仮
名
で
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
が
際
立
つ
と
い
う
効

果
が
期
待
さ
れ
る
。
の
の
格
助
詞
・
準
体
助
詞
・
副
助
詞
な
ど
の
グ

ル
ー
プ
に
は
、
＠
＠
に
あ
た
る
も
の
以
外
の
助
詞
の
片
仮
名
表
記
を

入
れ
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
助
詞
そ
の
も
の
の
片
仮
名
表
記
と
い
う
よ

り
は
「
：
：
：
な
ン
ぞ
」
「
：
：
：
だ
ツ
て
」
「
す
ゐ
さ
つ
の
ゥ
（
ー
を
ど

の
よ
う
に
そ
の
一
部
を
片
仮
名
で
表
し
た
も
の
が
多
く
、
こ
れ
ら
は

後
に
述
べ
る
捨
て
仮
名
の
類
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

〉
内
ノ刷

用
言
の
活
用
語
尾
一
一
九
一
箇
所

＠
イ
音
便
・
ウ
音
便
・
促
音
便
・
接
音
便

引
イ
て
わ
る
ウ
ざ
ん
す
造
ツ
て
及
ン
で

＠
そ
の
他
の
活
用
語
尾

株
ダ
あ
ん
ま
り
で
ス
近
イ
連
込
ム

こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
＠
で
示
し
た
よ
う
な
音
便
化
し
た
も
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の
の
表
記
が
そ
の
削
%
を
占
め
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
活
用
語
尾
の

片
仮
名
表
記
は
、
ほ
と
ん
ど
が
発
音
の
注
記
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
片
仮
名
は
漢
字
と
の
対
比
の
上
で
い
わ
ゆ
る
意

住
5

味
を
も
た
な
い
部
分
の
表
記
と
い
う
機
能
も
も
っ
て
お
り
、
＠
で
示

し
た
例
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

側
捨
て
仮
名
の
類
三
七
二
箇
所

＠
促
音
・
接
音
・
長
音

流
行
ツ
子
た
ン
び
に
や
ァ
と
こ
せ

＠
送
り
仮
名

わ

か
妊
年
サ
三
タ
組
い
く
ツ
入
レ
あ
は
せ
に

捨
て
仮
名
の
類
は
、
全
片
仮
名
表
記
語
の
川
%
に
あ
た
る
。
す
な

わ
ち
、
四
分
の
一
以
上
を
占
め
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
片
仮
名
表
記
が

最
も
多
い
。
＠
、
＠
は
そ
れ
ぞ
れ
刷
用
言
の
活
用
語
尾
の
＠
、
＠
と

対
応
し
て
お
り
、
や
は
り
、
の
の
例
は
片
仮
名
の
表
音
性
に
、
＠
の

場
合
は
片
仮
名
が
漢
字
に
対
し
て
意
味
を
持
た
な
い
部
分
を
示
し
て

き
た
と
い
う
伝
統
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

こ
の
捨
て
仮
名
の
類
と
、
活
用
語
尾
の
片
仮
名
表
記
は
、
山
田
俊

雄
氏
が
江
戸
時
代
の
川
柳
を
集
め
た
『
柳
多
留
』
初
編
・
一
一
編
の
表

住
6

記
の
分
析
を
さ
れ
た
結
果
、
片
仮
名
の
役
割
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も

の
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
『
浮
世
風
呂
』
に
も
、
こ
れ
ら
の
片
仮
名
表

注
7

記
が
見
ら
れ
る
。

ωそ
の
他
人
箇
所

サ
の
字
し
ま
ツ
こ
ツ
／
＼
だ
っ
与
ツ
く

デ
モ
医
者
イ
サ
葉
タ
レ
（
二
箇
所
）

ωか
ら
側
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
そ
の
他

と
し
た
。
「
サ
の
字
」
は
き
ざ
だ
と
い
う
こ
と
を
指
す
語
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
の
「
サ
」
は
、
片
仮
名
の
表
音
性
を
用
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
「
し
ま
ツ
」
「
こ
ツ
／
＼
だ
」
「
つ
L

ツ
く
」
に
つ
い
て
は
適
当
な

理
由
を
見
出
す
こ
と
、
が
難
し
い
。
「
デ
モ
医
者
」
「
イ
サ
葉
」
「
タ
レ
」

の
片
仮
名
表
記
は
、
今
日
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
医
者
」
に
「
デ
モ
」
が
つ
い
た
だ
け
で
「
い
い
か
げ
ん
な
医
者
」

と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る

た
め
に
「
デ
モ
」
が
片
仮
名
で
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
イ
サ
葉
」
は
「
斑
葉
」
の
こ
と
で
、
「
タ
レ
」
と
共
に
漢
字
の
代
用

と
し
て
片
仮
名
が
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
日
、

食
品
名
が
片
仮
名
で
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
（
カ
ラ
シ
、
タ
マ

ゴ
な
ど
）
こ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
表
記
語
を

ωか
ら
帥
ま
で
の
グ

ル
ー
プ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
片
仮
名
表
記
の
理
由
を
見
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
音
声
表
記
や
漢
字
に
対
す
る
補
助
的
役
割
と
い
っ
た
、

片
仮
名
の
基
本
的
機
能
に
由
来
す
る
用
例
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
の
片
仮
名
表
記
に
通
じ
る
よ
う
な

も
の
な
ど
も
あ
り
、
様
々
な
片
仮
名
表
記
語
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
表
記
語
は
、
現
在
か
ら
見
れ
ぽ
異
質
に

思
わ
れ
る
活
用
語
尾
や
捨
て
仮
名
な
ど
が
残
っ
て
い
る
も
の
の
、

『
柳
多
留
』
や
『
浮
世
風
呂
』
と
比
べ
る
と
一
歩
進
ん
で
今
日
の
片

仮
名
表
記
語
と
近
い
様
相
を
示
し
始
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
片
仮
名
表
記
語
に
つ
い
て
の
分
析
を

終
え
る
。

-51ー



結
び

本
稿
で
は
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語
に
お
け
る
廃
語
と
、
片
仮
名
表

記
語
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
た
。
明
治
初
期
の
話
し
こ
と
ば
を
よ
く

反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
『
安
愚
楽
鍋
』
の
国
語
学
的
価
値
が
高

い
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
『
安
愚
楽
鍋
』
を
見
て
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
明
治
初
期
の
こ
と
ば
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

廃
語
の
割
合
や
、
片
仮
名
の
字
体
・
用
法
な
ど
か
ら
、
『
安
愚
楽

鍋
』
の
こ
と
ば
の
様
相
が
、
明
治
以
前
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
も
、

今
日
に
近
い
状
態
を
示
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
一
一
一
口
え
る
と
思
わ

れ
る
が
、
序
で
述
べ
た
、
明
治
初
期
が
江
戸
語
か
ら
東
京
語
へ
の
過

渡
期
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
の
再
確
認
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
かし

か
し
、
考
察
の
上
で
、
不
備
な
点
も
残
っ
た
。
第
一
章
に
つ
い

て
言
え
ば
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
漢
語
は
話
し
こ
と
ば
の
中
で
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
だ
が
、
対
照
の
た
め
に
用
い
た
辞
典
に
は
、
話
し
こ

と
ば
ば
か
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

話
し
こ
と
ば
と
い
う
範
囲
に
限
定
す
れ
ば
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
語

の
数
は
も
っ
と
多
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。
第
二
章
で
は
、
片
仮
名
の
分
析
の
際
に
三
編
上
・
序
の
漢
字
片
仮

名
交
り
文
を
対
象
か
ら
除
い
て
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
は
考
察
を
行

わ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
片
仮
名
の
用
法
に
つ
い
て
の
み
述
べ
て
、
漢

字
や
平
仮
名
の
用
法
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
し
て
残
っ
た
。

ま
た
、
漢
語
の
調
査
の
際
に
、
登
場
人
物
の
会
話
部
分
の
み
を

扱
っ
た
が
、
本
稿
に
限
ら
ず
、
『
安
愚
楽
鍋
』
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
考

察
す
る
場
合
に
、
そ
の
序
や
地
の
文
な
ど
が
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
部
分
に
つ
い
て
の
検
討
も
行
わ
れ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
を
も
っ
た
。

『
安
愚
楽
鍋
』
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い

る
作
品
で
あ
る
。

2 

注廃
語
②
は
、
語
そ
の
も
の
は
収
め
ら
れ
て
い
る
、
が
、
そ
の
解
釈

の
中
に
『
安
愚
楽
鍋
』
で
の
用
法
が
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
た
め
に
、
廃
語
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
廃
語

＠
だ
け
を
扱
う
。

『
近
代
語
研
究
第
六
集
』
所
収
。

『
日
本
語
の
世
界
2
日
本
語
の
展
開
』
。

細
川
英
雄
「
振
り
仮
名
｜
近
代
を
中
心
に
｜
」
（
『
漢
字
講
座

1

4
漢
字
と
仮
名
』
所
収
）
。

岩
淵
匡
「
片
仮
名
の
機
能
の
歴
史
」
（
『
講
座
日
本
語
学
6
現
代

表
記
と
の
史
的
対
照
』
所
収
）
に
よ
る
。

「
近
代
・
現
代
の
文
字
」
（
『
講
座
国
語
史
2

音
韻
史
・
文
字

史
』
所
収
）
。

土
屋
信
一
「
『
浮
世
風
呂
』
の
片
仮
名
表
記
語
」
（
『
近
代
語
研
究

第
六
集
』
所
収
）
に
よ
る
。
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