
目
次

要
旨
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
は
明
治
一

1

一
十
八
年
に
成
立
し
た
作
品

で
、
当
時
の
知
識
人
階
層
の
会
話
が
活
写
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

近
隣
の
庶
民
層
の
人
々
の
会
話
も
出
て
き
て
お
り
、
小
説
の
中
の
も

の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
頃
の
会
話
資
料
と
し
て
格
好
の
も
の
で

あ
る
。
こ
の
作
品
の
会
話
を
素
材
に
し
て
、
当
時
衰
退
し
つ
つ
あ
っ

た
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
と
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
「
な
い
」
系
の
否

定
辞
の
消
長
を
、
そ
の
登
場
人
物
ご
と
に
分
析
し
て
、
当
時
の
否
定

辞
使
用
の
状
態
を
把
握
す
る
。

第
一
節
「
ぬ
」
系
か
ら
「
な
い
」
系
へ

第
二
節
作
品
に
出
て
く
る
言
語
集
団

第
三
節
方
針
と
登
場
人
物
ご
と
の
分
析

第
四
節
当
時
に
お
け
る
「
ぬ
」
系
の
占
め
る
位
置

キ
ー
ワ
ー
ド
11

否
定
辞
な
い

吾
輩
は
猫
で
あ
る

ぬ
明
治
時
代
口
語

夏
目
漱
石

江
戸
語
か
ら
東
京
語
へ
の
変
化
の
一
っ
と
し
て
、
江
戸
時
代
に
関

西
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
否
定
辞
「
ぬ
」
系
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
「
な

い
」
系
に
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
江
戸

時
代
も
庶
民
の
間
で
は
、
江
戸
の
地
が
も
と
よ
り
「
な
い
」
系
し
か

な
い
地
区
で
あ
っ
た
た
め
に
、
も
っ
ば
ら
「
な
い
（
訛
形
で
ネ
ー
）
」

系
が
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
武
士
階
級
を
中
心
と
し
て
関
西
か
ら

持
ち
込
ん
だ
「
ぬ
」
系
の
表
現
が
根
強
く
使
わ
れ
て
き
て
い
た
。
京

都
文
化
の
権
威
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
一
っ
と
し
て
「
ぬ
」
系
表
現
を

始
め
と
す
る
表
現
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
流
の
町
人
は
武
士
階
級

と
の
付
き
合
い
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
子
女
は
武
家
屋
敷
に
行
儀
見

習
い
の
た
め
奉
公
に
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
上
流
町
人
階
級
の

人
々
は
武
士
階
級
の
言
葉
を
身
に
つ
け
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
は
江

戸
時
代
を
通
し
て
滅
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

時
代
が
明
治
に
変
わ
り
、
階
級
が
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
武
士

階
級
の
権
威
ゆ
え
に
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
は
、
あ
る
も
の
は
そ
の
拠

苦
沙
弥
先
生
の
使
っ
た
否
定
辞
分
析

第
一
節

「
ぬ
」
系
か
ら
「
な
い
」
系
へ

稲

川

順
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本
稿
で
は
夏
目
漱
石
著
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
（
明
治
三
八
年
）

を
対
象
に
右
記
の
変
化
を
探
る
こ
と
に
し
た
。
正
確
に
言
え
ば
変
化

で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
言
語
使
用
分
析
で
あ
る
。

漱
石
は
慶
応
三
年
（
翌
年
は
明
治
元
年
）
、
江
戸
牛
込
に
生
ま
れ
、

第
二
節
作
品
に
出
て
く
る
言
語
集
団

り
所
を
失
い
、
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
は
そ

の
―
つ
で
あ
る
。

現
代
の
東
京
語
で
は
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
は
「
相
変
わ
ら
ず
」
と

か
「
残
ら
ず
」
と
か
の
慣
用
句
な
ど
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
除
け
ば
、

全
く
廃
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
い
つ
頃
か
ら
「
ぬ
」

系
の
表
現
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
時
代
の
文
学
作
品
を
見
る
と
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
は
ま
だ
よ

く
使
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
時
代
に
東
京
語
で
消
滅
し
た
と
は
い
い
が

た
い
。
本
稿
で
は
、
消
滅
す
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
「
ぬ
」

系
・
「
な
い
」
系
が
併
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な

変
化
の
有
様
が
う
か
が
わ
れ
る
の
か
、
階
層
に
よ
り
ど
ん
な
違
い
が

あ
っ
た
の
か
、
い
か
に
現
代
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
の
か
を
見
る

こ
と
に
し
た
。

明
治
時
代
と
と
も
に
生
き
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
取
り

扱
う
こ
と
に
し
た
理
由
は
、
漱
石
が
明
治
時
代
と
と
も
に
成
長
し
て

き
て
、
明
治
文
化
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
江
戸
時
代
の
漢
学
を
中
心
と
し
た
旧
来
の
文
化
と
英
国
留
学
に
象

徴
さ
れ
る
西
洋
文
化
と
も
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

ま
た
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
は
会
話
文
が
多
く
、
漱
石
な
ど
の

知
識
階
級
の
言
葉
の
み
な
ら
ず
庶
民
の
話
す
下
町
言
葉
を
も
含
む
当

時
の
東
京
方
言
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

登
場
人
物
は
言
葉
遣
い
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
る
。

（
一
）
苦
沙
弥
先
生
と
彼
を
取
り
巻
く
人
々

苦
沙
弥
先
生
、
迷
亭
、
寒
月
、
東
風
、
独
仙
、
三
平
、
甘
木
医
師
、

迷
亭
の
伯
父
（
牧
山
）
、
鈴
木

右
の
人
々
は
知
識
層
に
属
し
、
会
話
も
そ
の
分
、
江
戸
の
武
士
階

級
の
言
葉
の
要
素
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ

れ
が
年
齢
に
よ
り
環
境
に
よ
り
、
言
葉
遣
い
が
少
し
ず
つ
異
な
る
。

若
い
人
は
江
戸
語
の
要
素
が
少
な
く
現
れ
る
。
三
平
は
肥
前
の
国
唐

津
の
出
身
で
唯
一
方
言
し
か
喋
ら
な
い
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
迷

亭
は
登
場
回
数
も
多
く
、
ま
た
最
も
多
弁
な
友
人
で
同
窓
で
あ
る
。

独
仙
も
同
窓
の
友
人
で
あ
る
。
鈴
木
も
同
窓
で
あ
り
（
三
）
に
出
て

く
る
金
田
家
と
の
関
わ
り
を
持
ち
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
異
色
で
あ
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（
二
）
苦
沙
弥
先
生
と
そ
の
家
族
・
親
族
お
よ
び
使
用
人

苦
沙
弥
先
生
、
細
君
、
と
ん
子
、
す
ん
子
、
姪
の
雪
江
、
下
女
の

御
三苦

沙
弥
先
生
は
家
族
と
の
会
話
で
は
当
然
な
が
ら
（
一
）
の
人
々

に
対
し
て
と
は
違
う
く
だ
け
た
話
し
方
を
す
る
。
そ
の
時
の
右
と
の

違
い
に
興
味
が
持
た
れ
る
。
細
君
は
東
京
育
ち
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

き
わ
め
て
当
世
風
の
話
し
方
を
す
る
し
、
雪
江
は
登
場
回
数
は
少
な

い
も
の
の
女
学
生
な
ら
で
は
の
話
し
方
で
あ
る
。

（
三
）
近
所
の
人
々

二
絃
琴
の
お
師
匠
さ
ん
、
車
夫
、
飯
焚
、
車
屋
の
神
さ
ん
、
湯
屋

の
客
（
複
数
）

こ
れ
ら
の
人
々
は
庶
民
階
層
で
あ
り
、
江
戸
下
町
の
言
葉
を
継
承

し
て
い
る
。

金
田
家
11

金
田
主
人
、
金
田
鼻
子
、
金
田
娘

い
わ
ゆ
る
成
金
の
家
で
あ
り
、
言
葉
遣
い
の
点
で
は
庶
民
と
は
違

う
言
葉
を
話
す
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

落
雲
館
の
人
々

隣
接
し
た
学
校
の
人
々
で
あ
る
。
生
徒
に
お
い
て
は
当
時
の
若
い

人
の
遠
慮
の
な
い
言
葉
遣
い
、
教
師
に
つ
い
て
は
学
校
に
お
け
る
教

る。

（
四
）
我
が
輩
と
そ
の
ま
わ
り
の
猫

我
が
輩
、
黒
、
三
毛
君
、
三
毛
子
、
白

こ
の
小
説
は
「
我
が
輩
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
人
公
の
猫
を
視
点

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
が
輩
と
近
所
の
猫
と
の
会

話
が
出
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
猫
は
そ
れ
ぞ
れ
の
飼
い
主
の
言
葉
遣
い

を
反
映
し
て
喋
っ
て
い
る
。

概
ね
、
右
の
よ
う
な
言
語
集
団
が
こ
の
作
品
の
中
に
読
み
取
れ
る
。

以
下
、
各
人
の
会
話
の
実
態
に
基
づ
い
て
否
定
表
現
の
使
わ
れ
方
を

見
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
節
方
針
と
登
場
人
物
ご
と
の
分
析

ま
ず
、
本
論
文
の
分
析
に
つ
い
て
の
方
針
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

作
品
『
我
が
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
出
て
く
る
否
定
辞
に
は
「
な
い
」

系
と
「
ぬ
」
系
と
「
な
ん
だ
」
系
の
三
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
な

ん
だ
」
系
は
会
話
文
で
は
迷
亭
の
伯
父
（
老
人
）
が
迷
亭
へ
「
お
れ

も
睡
眠
時
間
を
四
時
間
に
縮
め
る
に
は
、
永
年
修
業
を
し
た
も
ん
だ
、

若
い
う
ち
は
何
う
し
て
も
眠
た
く
て
い
か
な
ん
だ
が
、
近
頃
に
至
っ

て
始
め
て
随
処
任
意
の
庶
境
に
入
っ
て
は
な
は
だ
嬉
し
い
」
に
出
て

師
と
い
う
職
業
の
場
面
で
の
言
葉
遣
い
が
う
か
が
え
る
。
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く
る
一
例
の
み
で
あ
り
、
地
の
文
（
我
が
輩
の
心
中
文
）
で
は
「
い

や
段
々
事
件
が
面
白
く
発
展
し
て
く
る
な
、
今
日
は
あ
ま
り
天
気
が

宜
い
の
で
、
来
る
気
も
な
し
に
来
た
の
で
あ
る
が
、
か
う
云
ふ
好
材

料
を
得
様
と
は
全
く
思
ひ
掛
け
な
ん
だ
。
」
の
一
例
の
み
の
合
計
二

例
の
み
で
あ
る
の
で
、
分
析
の
対
象
か
ら
は
外
す
こ
と
に
す
る
。
打

ち
消
し
の
意
志
「
ま
い
」
も
分
析
か
ら
は
外
す
。

本
文
に
は
地
の
文
と
会
話
文
が
あ
る
が
、
本
論
で
は
会
話
文
の
み

を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
地
の
文
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
は
省
く
。

会
話
文
の
方
が
当
時
の
話
し
言
葉
を
よ
り
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
尤
も
会
話
文
が
当
時
の
会
話
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て

い
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
。
ま
た
地
の
文
と
い
っ

て
も
全
編
が
我
が
輩
の
語
り
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
他
の
作
品
の
地

の
文
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
手
紙
文
、
日
記
、
作
品
の
朗
読

な
ど
も
デ
ー
タ
か
ら
は
外
す
。

ここでは各人が誰に対してどのような割合で「ない」系

と「ぬ」系とを使い分けているかを述べて行きたいと思う。

表を見ながら論じて行く。表は「ない」の使用率が高いも

のから順に並べている。例数が少数のものもあるが、総例

数について述べるときに参考になると思われるので、すべ

てについて挙げている。論じるときは例数の多いものにつ

いて述べる。

誰から 誰ヘ ない％ ない系 ぬ系 総数

苦沙弥 東風 100.0り ~ 

゜
4 

苦沙弥 保険外交員 100.0り ： 

゜
3 

苦沙弥 倫理教師 100.0り 1 

゜
1 

苦沙弥 学者某 100.0~ 1 

゜
1 

苦沙弥 武右衛門 77.8~ ] 2 ! 

苦沙弥 伯父 66.7り ； 1 ：： 

苦沙弥 寒月・東風 63.6~ 1~ 2l 

苦沙弥 迷亭 60.3~ 41 2 6! 

苦沙弥 独仙 60.0~ 3 2 ! 

苦沙弥 鈴木 58.8~ 1C 7 1、

苦沙弥 鼻子 66.7~ ヽ 2 E 

苦沙弥 雪江 s1.n ~ 3 

苦沙弥 寒月 54.8~ 23 19 4l 

苦沙弥 甘木 50.0~ 1 1 l 

苦沙弥 三平 42.9~ 3 4 ヽ

苦沙弥 独白・独蓄！ 40.6~ 13 19 3l 

苦沙弥 細君 35.4~ 17 31 4! 

苦沙弥 落雲館生槌 33.3~ 1 ；； < 
苦沙弥 細纂 33.3~ 1 l < 
苦沙弥 御三 0.0~ 

゜
：： ：： 

苦沙弥 湯屋書生 0.0~ 

゜
1 1 

苦沙弥総計 53.5~ 153 13, 28E 

（
一
）
苦
沙
弥
先
生
の
場
合

表
1
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
て
行
く
。
苦
沙
弥
先
生
が
誰
に
対
し

て
ど
う
い
う
否
定
辞
を
使
っ
て
い
る
か
の
表
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
基
準
に
な
る
の
は
苦
沙
弥
独
白
・
独
話
と
し
て
い
る

彼
の
心
中
文
も
し
く
は
一
人
言
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
誰
を
意
識

す
る
で
も
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
最
も
素
の
状
態
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
よ
り
苓
が
高
く
て
も
低
く
て
も
何
ら
か
の
意
識
が
働
い
て

い
る
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
そ
れ
よ
り
「
な
い
」
系
の
使
用
率
が
低
い
対
象
人
物
を
見

る
と
、
細
君
、
落
雲
館
生
徒
、
細
君
と
寒
月
、
雪
江
（
雪
江
に
対
し

て
は
あ
と
で
注
を
つ
け
る
）
、
御
三
、
湯
屋
で
の
書
生
な
ど
に
対
し

表l
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て
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
気
を
遣
わ
な
い
で
す
む
相
手
ば
か
り
で

あ
る
。
（
表
に
細
寒
と
記
し
て
い
る
の
は
細
君
と
寒
月
に
同
時
に
話

し
か
け
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
複
数
に
話
し
か
け

て
い
る
場
合
、
同
様
に
記
す
）

細
君
へ
「
連
れ
て
行
っ
て
や
ら
ん
事
も
な
い
が
今
日
の
語
り
物
は
何

だ
」
「
愚
な
事
を
言
は
ん
で
、
早
く
あ
と
を
云
ふ
が
好
い
。
」

落
雲
館
生
徒
に
「
ど
こ
の
何
者
か
わ
か
ら
ん
奴
が
垣
を
越
え
て
邸

内
に
閾
入
す
る
の
を
、
そ
う
容
易
く
許
さ
れ
る
と
思
う
か
」

雪
江
は
苦
沙
弥
の
姪
で
あ
る
。
雪
江
へ
の
割
合
は
こ
こ
に
挙
げ
て

あ
る
5
7
.
1
%

よ
り
も
実
際
に
は
低
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
雪
江
へ
の
発
話

「
入
ら
な
い
と
云
ふ
か
ら
、
還
せ
と
云
う
の
さ
。
」
「
現
に
入
ら
な
い

と
云
っ
た
ぢ
ゃ
な
い
か
」
な
ど
は
雪
江
の
言
葉
を
受
け
て
の
苦
沙
弥

の
発
話
で
あ
る
か
ら
、
実
質
的
に
は
雪
江
の
言
葉
で
あ
る
。
他
に
雪

江
に
「
御
前
の
学
校
ぢ
ゃ
論
理
学
を
教
へ
な
い
の
か
」
「
分
ら
ん
事

を
言
ふ
奴
だ
な
」

苦
沙
弥
独
白
よ
り
割
合
の
高
い
、
し
か
し
そ
の
低
い
順
に
述
べ
る

と
、
三
平
4
2
.
9
%

は
先
生
宅
の
元
書
生
で
あ
る
。
三
平
に
「
ま
だ
悪

い
と
も
何
と
も
云
や
し
な
い
」
「
不
人
情
ぢ
ゃ
な
い
が
、
お
れ
は
出

な
い
よ
」

寒
月
5
4
.
8
%

は
旧
門
下
生
で
あ
る
の
で
遠
慮
は
い
ら
な
い
。
寒
月

に
「
そ
れ
は
僕
も
賛
成
だ
、
そ
ん
な
物
欲
し
さ
う
な
事
は
言
は
ん
方

が
奥
床
し
く
て
好
い
」
「
「
構
は
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
、
人
が
二
百
や
三
百

通
っ
た
っ
て
、
君
は
余
っ
程
妙
な
男
だ
」

鈴
木
5
8
.
8
%

は
大
学
の
同
窓
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
鈴
木
は
実
業

界
に
出
て
い
て
馬
が
合
う
と
い
う
仲
で
は
な
い
。
鈴
木
に
「
俳
体
詩

を
知
ら
な
い
の
か
、
君
も
随
分
時
勢
に
暗
い
な
」
「
そ
れ
は
結
構
だ
、

大
分
長
く
逢
は
な
か
っ
た
な
。
」

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
苦
沙
弥
が
「
ぬ
」
系
の
否
定
辞
を
使

う
と
き
は
、
相
手
と
心
理
的
な
距
離
が
近
い
と
き
で
あ
る
、
と
言
え

よヽ
つ。「

な
い
」
の
割
合
の
高
い
方
か
ら
見
て
行
く
と
、
東
風

1
0
0
%
は
寒

月
か
ら
紹
介
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、
先
生
よ
り
年
齢
は
若
い
け
れ
ど

も
人
脈
と
し
て
は
新
し
い
。
東
風
に
「
朗
読
で
も
瘤
を
起
さ
な
く
つ

ち
ゃ
、
い
け
な
い
ん
で
す
か
」
「
詩
人
か
も
知
れ
な
い
が
随
分
妙
な
男

で
す
ね
」

武
右
衛
門
7
7
.
8
%

は
艶
書
を
出
す
の
に
自
分
の
名
前
を
貸
し
た
こ

と
で
退
学
さ
せ
ら
れ
な
い
か
心
配
に
な
り
先
生
に
相
談
に
来
た
学
生

で
個
人
的
に
は
初
対
面
と
い
っ
て
も
い
い
間
で
あ
り
、
距
離
の
あ
る

人
物
で
あ
る
。
武
右
衛
門
に
「
外
に
誰
も
聞
い
て
居
や
し
な
い
。
」
「
わ

た
し
も
他
言
は
し
な
い
か
ら
」
た
だ
怒
る
と
き
は
「
ぬ
」
系
が
出
る
。

「
名
前
丈
は
君
の
名
だ
っ
て
、
何
の
事
だ
か
些
と
も
分
ら
ん
ぢ
ゃ
な

い
か
。
」

迷
亭
は
友
人
の
中
で
も
一
番
付
き
合
い
の
頻
繁
な
者
で
あ
る
が
、
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表
2
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
苦
沙
弥
先
生
の
「
な
い
」
系

使
用
率
の
平
均
が
5
3
.
5
%

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
迷
亭
の
平
均
は

6
6
.
4
%

で
あ
り
、
相
対
的
に
「
な
い
」
系
を
使
う
頻
度
が
高
い
。
そ

の
意
味
で
は
迷
亭
の
方
が
近
代
語
的
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
職
業
も

（
二
）
迷
亭
の
場
合

こ
の
表
を
読
ん
で
い
く
と
、
否
定
辞
で
は
親
し
す
ぎ
ず
、
遠
す
ぎ
ず
、

ち
ょ
う
ど
い
い
距
離
を
置
い
て
い
る
と
い
う
心
理
的
距
離
が
見
て
取

れ
る
。
迷
亭
に
「
人
の
都
合
も
聞
か
ん
で
勝
手
な
事
を
す
る
男
だ
。
」

「
君
の
よ
う
な
い
た
づ
ら
も
の
に
逢
っ
ち
ゃ
敵
は
な
い
」

美
学
者
で
あ
り
、
背
景
に
西
洋
的
な
も
の
が
見
え
、
先
生
に
比
べ
江

戸
的
な
要
素
が
少
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
迷
亭

の
場
合
、
基
準
に
な
る
の
は
苦
沙
弥
先
生
と
話
し
て
い
る
時
6
4
.
9
%

と
考
え
る
。

そ
れ
と
比
し
て
寒
月

8
苓
と
東
風
8
1
.
8
%
に
対
し
て
は
「
な
い
」

系
の
割
合
が
高
い
。

寒
月
が
若
い
人
な
の
で
そ
の
よ
う
な
喋
り
方
を
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
寒
月
に
「
油
断
の
な
ら
な
い
世
の
中
だ
。
」
「
美
学
者
と
希
脹
と

は
到
底
離
れ
ら
れ
な
い
や
ね
。
」

東
風
も
若
い
人
な
の
で
迷
亭
は
「
な
い
」
系
を
多
く
使
う
と
思
わ

れ
る
。
東
風
に
「
い
や
君
の
だ
か
ら
読
ま
な
い
の
ぢ
ゃ
な
い
。
」
「
君

が
直
覚
的
に
さ
う
思
は
れ
な
け
れ
ば
、
僕
は
曲
覚
的
に
さ
う
思
ふ
迄

さ」
全
員
と
書
い
て
い
る
の
は
苦
沙
弥
先
生
を
中
心
に
そ
の
場
面
の
全

員
に
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

対
苦
沙
弥
先
生
よ
り
低
い
の
は
鈴
木
5
0
%
、
苦
沙
弥
細
君
4
5
.
5
%
、

鼻
子
4
0
%

に
対
す
る
時
で
あ
る
。

鈴
木
は
大
学
の
同
窓
生
で
あ
る
の
で
、
遠
慮
は
い
ら
な
い
た
め

「
ぬ
」
系
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。

鈴
木
に
「
僕
の
有
望
な
画
オ
が
頓
挫
し
て
一
向
振
は
な
く
な
っ
た

の
も
全
く
あ
の
時
か
ら
だ
。
」
「
ど
ん
な
饒
倖
に
廻
り
合
は
ん
と
も
限

ら
ん
か
ら
ね
」
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苦
沙
弥
の
細
君
に
対
し
て
は
あ
る
意
味
苦
沙
弥
に
対
し
て
よ
り
も

気
を
遣
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
細
君
に
「
さ
あ
遠
慮
は
い

ら
ん
か
ら
、
存
分
御
笑
ひ
な
さ
い
」
「
な
あ
に
書
物
な
ん
か
取
っ
て

来
る
丈
取
っ
て
来
て
構
は
ん
で
す
よ
。
」

こ
れ
を
見
る
と
、
苦
沙
弥
の
場
合
と
同
じ
く
、
心
を
許
し
て
い
る

相
手
に
対
し
て
は
「
ぬ
」
系
を
使
い
、
気
を
遣
う
相
手
に
対
し
て
は
「
な

い
」
系
を
使
う
傾
向
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
点
で
は
苦
沙
弥
先

生
と
同
じ
で
あ
る
が
、
よ
り
「
な
い
」
系
が
多
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

（
表
の
最
下
段
に
苦
沙
弥
・
寒
月
に
対
し
て
7
.
7
%

と
非
常
に
低
い
率

を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
人
に
対
し
て
演
説
調

で
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
普
通
の
会
話
で
は
な

）
 

¥
v
 

（
三
）
細
君
の
場
合

ー＿

1
-
2
5

ー
4
g

表
3
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
「
な
い
」
系
が
9
7
.
8
%

と
ほ
と

ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
完
全
に
近
代
語
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

loo浚
で
な
い
の
は
、
苦
沙
弥
先
生
に
対
し
て
唯
一
「
ぬ
」
系
が
三

例
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
す
べ
て
敬
語
が
ら
み
で
あ
る
。
細
君

の
古
風
な
言
葉
遣
い
が
垣
間
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
起
き
る
と
仰
ゃ
っ
て
も
御
起
き
な
さ
ら
ん
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
夫
で
も
あ
な
た
が
御
飯
を
召
し
上
ら
ん
で
麺
麹
を
御
食
べ
に
な
っ

た
り
、
ジ
ャ
ム
を
御
祇
め
に
な
る
も
の
で
す
か
ら
」
「
出
し
て
お
け
っ

て
、
あ
ん
な
立
派
な
御
召
は
ご
ざ
ん
せ
ん
は
。
」
こ
の
「
ご
ざ
ん
せ

ん
（
ご
ざ
ん
す
）
」
は
も
と
も
と
上
方
語
出
自
の
も
の
で
あ
り
、
「
ま

せ
ん
」
同
様
に
本
論
文
で
は
「
ぬ
」
系
に
換
算
し
な
い
ほ
う
が
い
い

で
あ
ろ
う
。

「
な
い
」
系
で
は
「
あ
な
た
位
冷
酷
な
人
は
あ
り
は
し
な
い
」
「
女

房
な
ん
ど
は
、
ど
ん
な
汚
な
い
風
を
し
て
居
て
も
、
自
分
さ
い
宜
け

り
や
、
構
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
」

他
の
人
に
も
数
字
上
は
「
ぬ
」
系
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
べ
て
「
知

ら
ん
顔
」
「
相
変
は
ら
ず
」
な
ど
慣
用
旬
で
あ
る
。

迷
亭
に
「
ほ
か
の
道
楽
は
な
い
で
す
が
、
無
暗
に
読
み
も
し
な
い

本
許
り
買
ひ
ま
し
て
ね
。
」
「
悔
か
な
と
こ
ろ
は
よ
く
考
へ
て
見
な
い

と
分
り
ま
せ
ん
わ
」

三
平
に
対
し
て
「
ぬ
」
系
が
出
て
く
る
の
は
「
相
変
わ
ら
ず
」
と

い
う
言
葉
が
で
て
く
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
「
な
い
」
系
で
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（
四
）
雪
江
の
場
合

表
4
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
雪
江
は
苦
沙
弥
の
姪
で
、
若
い

娘
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

1
0
0
%
す
べ
て
「
な
い
」
系
だ
け
を
使
っ

て
い
て
、
や
は
り
近
代
語
化
が
進
ん
で
い
る
。
子
供
達
に
も
細
君
に

も
苦
沙
弥
に
も
「
な
い
」
系
だ
け
し
か
使
っ
て
い
な
い
。

苦
沙
弥
に
「
日
本
の
警
察
が
い
け
な
い
っ
て
、
吉
原
を
散
歩
し
ち
ゃ

猶
い
け
な
い
わ
。
」

細
君
に
「
な
ぜ
、
あ
ん
な
な
ん
で
せ
う
、
こ
こ
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

だ
っ
て
、
叔
父
さ
ん
の
よ
う
な
の
は
一
人
も
居
な
い
わ
ね
」

子
供
達
に
「
今
の
世
に
警
察
の
仮
声
な
ん
か
使
っ
た
っ
て
誰
も
聞

き
ゃ
し
な
い
わ
ね
」

あ
る
。

（
五
）
寒
月
の
場
合

表
5
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
寒
月
も
7
9
.
4
%

と
「
な
い
」
系

を
使
う
割
合
が
非
常
に
高
い
。
苦
沙
弥
に
対
し
て
「
ぬ
」
系
を
使
っ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
苦
沙
弥
は
恩
師
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
年
長
者
に

合
わ
せ
て
使
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
迷
亭
に
対
し
て
も
使
っ
て
い
る
が
、

「
い
ら
ぬ
苦
労
」
「
仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず
」
な
ど
の
よ
う
な
慣
用
句
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。

苦
沙
弥
に
「
実
は
去
年
の
暮
か
ら
大
に
活
動
し
て
居
る
も
の
で
す
か

ら
、
出
様
々
々
と
思
っ
て
も
、
つ
い
此
方
角
へ
足
が
向
か
な
い
の
で
」

「
引
っ
張
る
訳
ぢ
ゃ
な
い
ん
で
す
が
、
ど
う
も
、
ま
だ
買
へ
な
い
ん

で
す
か
ら
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
」
「
だ
っ
て
興
行
さ
へ
し
な
け
れ
ば

構
は
ん
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」
「
急
い
で
来
ん
で
も
い
い
の
で
す
け

れ
ど
も
、
此
お
み
や
げ
を
早
く
献
上
し
な
い
と
心
配
で
す
か
ら
」
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苦
沙
弥
に
「
私
も
も
と
は
こ
ち
ら
に
屋
敷
も
在
っ
て
、
永
ら
く
御

膝
元
で
く
ら
し
た
も
の
で
が
す
が
、
瓦
解
の
折
に
あ
ち
ら
へ
参
っ
て

か
ら
頓
と
出
て
こ
ん
の
で
な
。
」
「
今
来
て
見
る
と
ま
る
で
方
角
も
分

ら
ん
く
ら
い
で
|
|
迷
亭
に
で
も
伴
れ
て
あ
る
い
て
も
ら
は
ん
と
、

と
て
も
用
達
も
出
来
ま
せ
ん
。
」

迷
亭
に
「
こ
と
に
宮
様
の
御
顔
を
拝
む
な
ど
と
云
ふ
事
は
明
治
の

御
代
で
な
く
て
は
出
来
ぬ
事
だ
。
」

る。
表
6
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
こ
の
老
人
は
未
だ
に
ち
ょ
ん
髯

を
結
っ
て
い
る
昔
気
質
の
静
岡
の
人
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
や
は

り
「
な
い
」
系
は
3
1
.
3
%
と
非
常
に
低
い
。
漢
学
者
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
旧
来
の
言
葉
遣
い
が
残
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ

表6

（
六
）
迷
亭
伯
父
（
牧
山
）

の
場
合

表
7
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
独
仙
の
平
均
は
5
7
%
で
苦
沙
弥

5
3
.
5
%
に
近
く
、
迷
亭

g.
4
%
や
東
風
7
9
.
3
%
に
比
べ
る
と
か
な
り

低
い
と
い
え
る
。
苦
沙
弥
、
迷
亭
、
独
仙
は
歳
も
近
い
か
同
じ
く
ら

い
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
や
考
え
方
、
生
き
方
に
よ
っ
て

ず
い
ぶ
ん
違
い
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

東
風
に
対
し
て
は

1
8索
「
な
い
」
系
で
あ
る
。
「
ニ
ー
チ
ェ
の
時

代
は
さ
う
は
行
か
な
い
よ
。
」
「
だ
か
ら
お
れ
は
孔
子
だ
よ
と
威
張
っ

て
も
圧
が
利
か
な
い
。
」

同
窓
の
迷
亭
に
対
し
て
も
7
6
.
9
%
と
「
な
い
」
系
が
多
い
。
「
僕

は
負
け
て
も
構
は
な
い
が
、
君
に
は
勝
た
し
た
く
な
い
」
「
「
う
む
、

そ
り
ゃ
夫
で
い
い
が
、
こ
こ
へ
駄
目
を
一
っ
入
れ
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い」
苦
沙
弥
に
対
し
て
は
作
品
中
で
も
実
に
自
在
に
こ
だ
わ
り
な
く
話

（
七
）
独
仙
の
場
合

m
了
・
一
竺
ぽ
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し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
わ
れ
る
。
気
を
許
し
て
い
る
さ
ま
が
如
実

に
見
え
、

6
6
.
7
%
が
「
ぬ
」
系
で
あ
る
。
独
仙
は
苦
沙
弥
に
話
す
と

き
の
「
ぬ
」
系
の
多
用
で
全
体
の
「
な
い
」
系
の
象
を
下
げ
て
い
る
。

迷
亭
が
独
仙
の
こ
と
を
そ
の
述
べ
る
考
え
よ
り
気
の
小
さ
な
男
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
結
構
気
を
使
う
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

苦
沙
弥
に
「
あ
ま
り
合
は
な
い
背
広
を
無
理
に
き
る
と
綻
び
る
。
」
「
只

難
有
い
事
に
人
を
羨
む
気
も
起
ら
ん
か
ら
、
夫
れ
丈
い
い
ね
」
「
だ
っ

て
談
判
し
て
も
、
喧
嘩
を
し
て
も
そ
の
妨
害
は
と
れ
ん
の
ぢ
ゃ
な
い

か。」
（
八
）
三
平
の
場
合

表
8
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
三
平
は
「
な
い
」
系
は

3
.
4
%

し
か
使
わ
な
い
。
彼
は
肥
前
の
唐
津
の
言
葉
を
話
す
の
が
専
ら
で
あ

り
、
細
君
に
対
し
て
の
一
例
（
「
ま
た
借
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん

こ
の
よ
う
に
「
ぬ
」
系
し
か
使
わ
な
い
の
は
九
州
方
言
が
「
な
い
」

系
の
否
定
辞
と
は
共
通
語
が
一
般
化
す
る
ま
で
出
会
わ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

（
九
）
東
風
の
場
合

表

9
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
て
行
く
。
東
風
の
割
合
は
「
な
い
」

系
7
9
.
3
%
で
あ
り
登
場
人
物
の
中
で
も
そ
の
友
人
寒
月
7
9
.
4
%
と
と

も
に
苦
沙
弥
先
生
の
交
友
関
係
の
中
で
は
最
も
高
い
割
合
の
使
用
で

あ
る
。
苦
沙
弥
先
生
の
交
友
関
係
の
中
で
は
若
い
人
に
位
置
し
、
話

し
方
も
若
い
人
の
話
し
方
で
あ
る
。
苦
沙
弥
と
の
関
わ
り
は
寒
月
か

な
ら
ん
で
す
か
。
」

で
す
か
。
」
）
以
外
は
「
ぬ
」
系
し
か
使
わ
な
い
。

苦
沙
弥
に
「
か
う
や
っ
て
、
う
ち
に
許
り
居
な
さ
る
か
ら
、
い
か

ん
た
い
」

寒
月
に
「
あ
な
た
が
寒
月
さ
ん
で
す
か
。
博
士
に
ゃ
、
と
う
と
う
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ら
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
間
柄
で
あ
る
。

寒
月
へ
は
8
4
.
6
%

が
「
な
い
」
系
で
あ
る
。
基
本
は
「
な
い
」
系

で
あ
り
、
「
ぬ
」
系
は
「
気
に
か
け
ず
に
」
な
ど
慣
用
句
的
で
あ
っ
た
り
、

改
ま
っ
た
話
し
方
の
場
合
で
あ
る
。
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
弾
か
な
い

の
か
い
」
「
何
だ
か
君
の
話
は
物
足
り
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
」
「
音

楽
会
杯
へ
行
っ
て
出
来
る
丈
熱
心
に
聞
い
て
居
る
が
、
ど
う
も
夫
程

に
感
興
が
乗
ら
な
い
」

迷
亭
へ
は
8
0
.
0
%

と
く
だ
け
た
話
し
方
で
あ
る
。
「
そ
り
や
さ
う

で
す
け
れ
ど
も
私
は
ど
う
も
直
覚
的
に
さ
う
思
わ
れ
な
い
ん
で
す
」

「
い
や
其
位
感
覚
が
鋭
敏
で
な
け
れ
ば
真
の
芸
術
家
に
は
な
れ
な
い

で
す
よ
。
」

苦
沙
弥
へ
は
6
6
.
7
%

で
あ
り
迷
亭
へ
対
し
て
よ
り
も
遠
慮
が
う
か

．
が
わ
れ
る
。
遠
慮
が
「
ぬ
」
系
を
増
や
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

苦
沙
弥
な
ど
と
違
っ
て
新
し
い
言
葉
遣
い
の
人
と
言
え
よ
う
。
「
さ

あ
、
其
趣
向
と
い
ふ
の
が
、
其
時
は
私
に
も
分
ら
な
か
っ
た
ん
で
す

が
、
何
づ
れ
あ
の
方
の
事
で
す
か
ら
、
何
か
面
白
い
種
が
あ
る
の
だ

ろ
う
と
思
ひ
ま
し
て
…
…
」
「
い
え
、
痕
杯
は
起
し
て
頂
か
ん
で
も

よ
ろ
し
い
の
で
、
こ
こ
に
賛
助
員
の
名
簿
が
」
「
先
生
御
分
り
に
な

ら
ん
の
は
御
尤
で
、
十
年
前
の
詩
界
と
今
日
の
詩
界
と
は
見
違
へ
る

ほ
ど
発
達
し
て
お
り
ま
す
か
ら
。
」

(
+
）
鈴
木
の
場
合

表
1
0
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
鈴
木
は
4
1
%

と
登
場
人
物
の
中

で
も
非
常
に
「
な
い
」
系
の
割
合
が
低
い
点
で
印
象
的
で
あ
る
。
迷

亭
伯
父
（
牧
山
）
の
3
1
.
3
%
に
近
く
同
窓
生
の
苦
沙
弥
や
迷
亭
と
比

し
て
そ
の
割
合
が
非
常
に
低
い
。
苦
沙
弥
や
迷
亭
と
の
会
話
が
多
く
、

い
つ
も
は
会
社
人
間
と
し
て
の
会
話
が
多
い
の
に
、
二
人
に
対
し
て

は
同
窓
生
で
あ
り
警
戒
心
が
薄
い
た
め
に
「
ぬ
」
系
が
多
く
出
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
迷
亭
に
対
し
て
は
「
相
変
わ
ら
ず
」
な
ど
の
慣

用
句
が
「
ぬ
」
系
を
増
や
し
て
い
る
。
や
は
り
苦
沙
弥
な
ど
と
同
じ

よ
う
に
、
寛
い
だ
と
き
に
は
「
ぬ
」
系
を
多
用
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

苦
沙
弥
に
4
0
%

「
君
に
ゃ
分
る
か
も
知
れ
ん
が
、
僕
に
ゃ
判
然
と

聞
か
ん
事
は
分
ら
ん
」
「
で
も
蒼
い
ぜ
、
用
心
せ
ん
と
い
か
ん
よ
。
」
「
う

ん
、
気
を
引
く
と
云
ふ
と
語
弊
が
あ
る
か
も
知
れ
ん
。
」

-11-



表
11
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
金
田
主
人
の
割
合
は
1
2
.
5
%

と

ほ
と
ん
ど
「
な
い
」
系
を
使
わ
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

話
し
相
手
も
部
下
に
当
た
る
鈴
木
と
妻
の
鼻
子
で
あ
っ
て
、
気
を
遣

う
必
要
の
な
い
相
手
で
あ
る
。
実
業
界
で
は
実
力
も
あ
る
人
物
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
「
な
い
」
系
を
使
う
例
は
「
先
達
て
妻
が
行
っ

た
時
は
今
の
始
末
で
禄
々
聞
く
事
も
出
来
な
か
っ
た
訳
だ
か
ら
、
君

か
ら
今
一
応
本
人
の
性
行
学
オ
等
を
よ
く
聞
い
て
貰
ひ
た
い
て
」
「
ど

う
で
も
い
い
ん
だ
が
、
君
で
な
い
と
出
来
な
い
事
な
ん
だ
」
と
鈴
木

に
苦
沙
弥
か
ら
寒
月
の
こ
と
を
聞
き
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
の

内
容
で
あ
る
た
め
、
丁
寧
に
話
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
外

は
鈴
木
に
対
し
て
「
ぬ
」
系
で
話
を
し
て
い
る
。
「
何
か
怒
っ
て
居

る
か
も
知
れ
ん
が
、
怒
る
の
は
向
が
悪
る
い
か
ら
で
、
先
方
が
大
人

し
く
し
て
さ
え
居
れ
ば
一
身
上
の
便
宜
も
充
分
計
っ
て
や
る
し
、
気

~ 100.0 
表 11の 3

(
+
-
）
金
田
・
金
田
鼻
子
・
金
田
娘
の
場
合

に
障
は
る
よ
う
な
事
も
や
め
て
や
る
。
」

妻
に
話
す
と
き
は
一
一
例
と
も
「
ぬ
」
系
で
あ
る
。
「
御
前
が
ど
こ

の
馬
の
骨
だ
か
分
ら
ん
も
の
の
言
ふ
事
を
真
に
受
け
る
の
も
悪
い
」

金
田
主
人
に
と
っ
て
は
「
な
い
」
系
で
話
す
と
き
は
相
手
に
対
し

て
気
を
遣
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
彼
が
江
戸

の
富
裕
町
人
層
の
話
し
方
の
流
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
た
め
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

鼻
子
は
「
知
ら
ん
顔
の
半
兵
衛
」
と
い
う
成
旬
を
除
い
て
は

loo菜
「
な
い
」
系
の
否
定
辞
を
使
っ
て
い
る

鈴
木
へ
「
そ
れ
で
も
義
理
は
義
理
で
さ
あ
、
人
の
う
ち
へ
物
を
聞
き

に
行
っ
て
知
ら
ん
顔
の
半
兵
衛
も
あ
ん
ま
り
で
す
か
ら
、
後
で
車
夫

に
ビ
ー
ル
を
一
ダ
ー
ス
持
た
せ
て
や
っ
た
ん
で
す
。
」
「
ほ
ん
と
う
に

ど
こ
迄
も
気
の
知
れ
な
い
人
で
す
よ
」
江
戸
語
の
武
家
階
層
や
富
裕

町
人
層
の
否
定
辞
「
ぬ
」
の
流
れ
は
全
く
受
け
継
い
で
い
な
い
。

金
田
娘
は
鼻
子
の
娘
で
あ
り
、
同
じ
く
す
べ
て
「
な
い
」
系
の
否

定
辞
を
使
っ
て
い
る
。
小
間
使
い
に
「
寒
月
で
も
、
水
月
で
も
知
ら

な
い
ん
だ
よ
」
長
吉
に
「
黙
っ
て
ち
ゃ
分
ら
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
」

鼻
子
は
現
代
風
に
話
そ
う
と
し
て
い
る
様
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

そ
の
素
地
に
江
戸
下
町
の
言
葉
を
受
け
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
一
方
金
田
の
娘
は
新
し
い
東
京
語
の
言
葉
遣
い
と
見
な
さ
れ
る
。
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表
12
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
湯
屋
で
の
客
同
士
の
会
話
は
、

す
べ
て
「
な
い
」
系
で
話
が
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
「
ね
え
」
と

な
る
。「

金
さ
ん
、
ど
う
も
、
こ
こ
が
痛
ん
で
い
け
ね
え
が
何
だ
ろ
う
」
「
人

間
も
や
き
が
廻
っ
ち
ゃ
若
い
者
に
は
叶
は
な
い
よ
。
」
「
ど
う
云
う
も

ん
か
人
に
好
か
れ
ね
え
l
l
ど
う
云
ふ
も
の
だ
か
l
l
ど
う
も
人
が

信
用
し
ね
え
。
」

登
場
し
て
く
る
人
物
は
江
戸
下
町
の
言
葉
の
流
れ
を
受
け
継
い
で

い
る
よ
う
で
あ
る
。

七
十
歳
く
ら
い
の
湯
屋
の
主
人
の
発
話
は
一
一
例
で
あ
る
が
、
湯
屋

客
と
は
違
っ
て
「
ぬ
」
系
だ
け
で
あ
る
。
一
例
は
「
相
変
わ
ら
ず
」

と
慣
用
旬
で
あ
る
が
、
話
方
と
し
て
は
丁
寧
で
江
戸
富
裕
町
人
層
の

言
葉
の
流
れ
で
あ
る
。

（
十
二
）
湯
屋
に
て

湯
屋
客
に
「
あ
な
た
方
は
、
御
若
い
か
ら
、
あ
ま
り
お
感
じ
に
な

ら
ん
か
の
」
「
へ
い
、
ど
な
た
様
も
、
毎
日
相
変
ら
ず
難
有
う
存
じ

ま
す
。
」

（
十
三
）
落
雲
館
の
人
々

表
1
3
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
落
雲
館
は
苦
沙
弥
先
生
の
自
宅

の
傍
に
あ
る
学
校
で
あ
る
。

生
徒
同
士
の
会
話
は
す
べ
て
「
な
い
」
系
で
あ
る
。

生
徒
「
降
参
し
ね
え
か
」
「
し
ね
え
し
ね
え
」
「
駄
目
だ
駄
目
だ
」
「
出

て
こ
ね
え
」
「
落
ち
ね
え
か
な
」
「
落
ち
ね
え
は
ず
は
ね
え
」

若
い
人
の
東
京
語
と
い
う
よ
り
も
下
町
の
言
葉
と
言
え
よ
う
か
。

雪
江
な
ど
の
東
京
語
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
倫
理
の
教
師
の
授
業
で
の
物
言
い
は
す
べ
て
「
ぬ
」
系
で

あ
る
。
「
知
ら
ず
知
ら
ず
」
「
取
り
も
直
さ
ず
」
な
ど
の
慣
用
句
も
あ
る
。

生
徒
に
授
業
中
「
ま
た
ど
ん
な
下
等
な
者
で
も
此
公
徳
を
重
ん
ぜ
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車
夫
か
ら
飯
焚
ヘ

「
知
ら
ね
え
事
が
あ
る
も
ん
か
、
こ
の
界
隈

表
14
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
近
所
の
人
々
は
す
べ
て
「
な
い
」

系
を
使
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
ほ
と
ん
ど
は
車
屋
神
さ
ん
か
ら
車
夫

へ
の
会
話
で
あ
る
、

「
あ
の
教
師
と
来
た
ら
、
本
よ
り
外
に
何
に
も
知
ら
な
い
変
人
な

ん
だ
か
ら
ね
え
。
」
「
旦
那
の
事
を
少
し
で
も
知
っ
て
り
ゃ
恐
れ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
駄
目
だ
よ
、
自
分
の
小
供
の
歳
さ
へ
知
ら
な
い
ん

だ
も
の
」

表 14

ぬ
者
は
な
い
。
」
「
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
此
公
徳
の
行
は
れ
て
お
ら
ん

国
は
な
い
。
」
授
業
以
外
で
は
「
ぬ
」
系
と
「
な
い
」
系
が
混
在
す
る
。
「
も

し
ボ
ー
ル
が
飛
ん
だ
ら
表
か
ら
廻
っ
て
、
御
断
り
を
し
て
取
ら
な
け

れ
ば
い
か
ん
。
」

（
十
四
）
近
所
の
人
々

猫
の
黒
の
う
ち
の
神
さ
ん
独
白
「
ほ
ん
と
に
憎
ら
し
い
猫
だ
っ

ち
ゃ
あ
り
や
あ
し
な
い
。
」

男
性
か
ら
女
性
へ
は
訛
っ
た
「
ね
え
」
を
使
う
が
、
女
性
か
ら
男

性
へ
の
場
合
、
訛
ら
な
い
「
な
い
」
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
う
か
が

え
る
。近

所
に
は
他
に
二
弦
琴
の
師
匠
が
い
る
が
、
そ
の
割
合
は
6
6
.
7
%

で
「
な
い
」
系
が
多
い
。
下
女
に
「
ど
う
も
困
る
ね
、
御
飯
を
た
ベ

な
い
と
、
身
体
が
疲
れ
る
ば
か
り
だ
か
ら
ね
」
「
風
邪
を
引
く
と
い
っ

て
も
余
り
出
あ
る
き
も
し
な
い
様
だ
っ
た
に
…
」
「
旧
幕
時
代
に
無

い
者
に
禄
な
者
は
な
い
か
ら
御
前
も
気
を
つ
け
な
い
と
い
か
ん
よ
」

「
あ
ん
な
声
を
出
し
て
何
の
呪
ひ
に
な
る
か
知
ら
ん
。
」
物
言
い
は

T

寧
で
あ
り
、
近
所
の
人
々
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

な」 で
金
田
さ
ん
の
御
屋
敷
を
知
ら
な
け
り
ゃ
眼
も
耳
も
ね
え
片
輪
だ
あ
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（
十
五
）
猫
の
会
話

表
15
を
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。
第
二
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
猫
は
飼
い
主
を
反
映
し
た
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
猫
を

借
り
て
そ
の
飼
い
主
を
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ

う
。
た
だ
例
数
が
少
な
い
の
で
最
も
数
の
多
い
車
屋
の
「
黒
」
（
我

が
輩
か
ら
大
王
と
も
呼
ば
れ
る
近
辺
で
知
ら
ぬ
者
な
き
乱
暴
猫
で
あ

る
）
に
つ
い
て
だ
け
述
べ
よ
う
。

「
相
変
わ
ら
ず
」
と
い
う
慣
用
句
を
除
け
ば
す
べ
て
「
な
い
」
の
訛
っ

た
「
ね
え
」
で
あ
る
。
他
の
語
彙
も
含
め
て
江
戸
下
町
の
言
葉
の
流

れ
で
あ
る
。

「
何
に
お
れ
な
ん
ざ
、
ど
こ
の
国
へ
行
っ
た
っ
て
食
ひ
物
に
不
自

由
は
し
ね
え
積
り
だ
。
」
「
鼠
の
百
や
二
百
は
一
人
で
い
つ
で
も
引
き

受
け
る
が
い
た
ち
っ
て
え
奴
は
手
に
合
は
ね
え
。
」
「
い
く
ら
稼
い
で

発話者

1 田娘

2 • 屋客会話

3 徒同士

4 ・所同士

5 君

6 江

7 田鼻子

8 月

9 風

10・亭

11 の会話

12 仙

13苦沙弥

14 木

15. 亭伯父

16 田主人

17三平

18 理教師授業

表 16

第
四
節
当
時
に
お
け
る

え
ぜ
。
」

図l

「
ぬ
」
系
の
占
め
る
位
置

最
後
に
作
品
の
中
で
発
話
し
た
人
々
の
す
べ
て
の
発
話
の
中
で

「
な
い
」
系
が
何
％
を
占
め
る
か
を
表
し
た
表
16
と
図
l
を
載
せ
る
。

鼠
を
と
っ
た
っ
て
ー
一
て
え
人
間
程
ふ
て
え
奴
は
世
の
中
に
居
ね
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右
の
よ
う
な
人
々
が
い
る
こ
と
が
「
ぬ
」
系
、
「
な
い
」
系
の
使

こ
の
図
お
よ
び
前
節
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
な
種
類
の

人
々
が
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
改
ま
っ
た
と
き
は
「
な
い
」
系
を
使
う
が
、
気
を
許
す
相
手

に
は
「
ぬ
」
系
で
話
す
傾
向
が
あ
る
。
「
な
い
」
系
が
新
し
い

規
範
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
「
ぬ
」
系
に
も
旧
来
か

ら
の
規
範
を
認
め
て
い
て
、
「
ぬ
」
系
で
話
す
方
が
自
然
で
あ
る
。

苦
沙
弥
先
生
、
鈴
木
、
迷
亭
伯
父
、
迷
亭

（
二
）
改
ま
っ
た
と
き
は
「
な
い
」
系
を
使
う
が
、
「
ぬ
」
系
に
も
一

つ
の
規
範
を
認
め
て
、
自
分
の
権
威
付
け
に
あ
る
い
は
旧
来
か

ら
の
規
範
を
示
す
た
め
に
使
う
。

金
田
主
人
、
落
雲
館
倫
理
教
師

（
三
）
自
ら
は
普
段
「
な
い
」
系
を
使
い
、
そ
の
方
が
自
然
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
年
上
の
「
ぬ
」
系
を
使
う
人
に
は
相
手
に
合
わ
せ

て
「
ぬ
」
系
を
使
う
。

寒
月
、
東
風

（
四
）
「
ぬ
」
系
に
旧
来
か
ら
の
規
範
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
完

全
に
古
い
も
の
と
し
て
自
ら
は
「
な
い
」
系
し
か
使
わ
な
い
。

細
君
、
雪
江
（
雪
江
の
方
が
「
ぬ
」
系
と
は
更
に
無
縁
で
あ
る
）

（
五
）
「
ぬ
」
系
の
体
系
と
は
無
縁
で
「
な
い
」
系
し
か
使
わ
な
い
。

金
田
娘
、
湯
屋
客
、
落
雲
館
生
徒
、
近
所
の
者

用
を
見
て
い
っ
て
分
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
が
会
話
を
し
て
い

る
場
面
や
位
相
が
違
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
も
、
や
は
り
昔
か
ら

の
言
葉
の
体
系
は
そ
う
た
や
す
く
崩
れ
去
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
苦
沙
弥
先
生
や
独
仙
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
当
時
の
あ
る
年
齢

以
上
の
知
識
階
級
の
人
の
み
な
ら
ず
、
金
田
主
人
の
よ
う
な
旧
来
の

表
現
で
言
え
ば
富
裕
町
人
層
の
人
々
も
「
ぬ
」
系
の
言
葉
か
ら
抜
け

出
す
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
時
間
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。
「
ぬ
」
系
の

方
が
気
楽
に
話
が
で
き
る
人
々
で
あ
る
。

一
方
、
雪
江
や
細
君
の
よ
う
な
女
性
、
寒
月
、
東
風
な
ど
の
若
い

人
々
は
「
な
い
」
系
を
使
っ
て
実
に
軽
や
か
に
話
す
あ
り
さ
ま
が
描

か
れ
て
い
る
。
彼
等
は
「
な
い
」
系
で
話
す
方
が
気
が
楽
な
の
で
あ
る
。

「
ぬ
」
系
の
言
葉
が
示
す
旧
く
か
ら
の
権
威
は
こ
れ
ら
の
人
々
と
は

無
縁
で
あ
り
、
彼
ら
の
新
し
い
東
京
語
に
や
が
て
古
い
江
戸
武
士
階

級
の
言
い
方
は
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
さ
ま
が
読
み
取
れ

る。
ま
た
、
江
戸
下
町
の
人
々
の
言
葉
は
右
の
若
い
人
々
の
言
薬
と
は

違
う
流
れ
を
持
ち
、
し
ぶ
と
く
生
き
残
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
も

読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
下
町
言
葉
を
支
え
て
き
た
人
々
の
階
層
は
相

変
わ
ら
ず
生
き
残
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

注
こ
の
論
文
を
書
く
為
の
作
業
に
あ
た
り
「
青
空
文
庫
」
を
使
っ
た
。

さ
ら
に
「
漱
石
全
集
巻
一
」
(
1
9
9
3

岩
波
書
店
）
を
使
っ
て
検
証
し
た
。
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