
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

六

城

雅

章

一

は
じ
め
に

現
代
語
の
感
動
詞
⑴
の
一
つ
に
、
粗
暴
な
も
の
で
は
あ
る
が
、（
１
ａ
〜
ｅ
）
の
よ
う
に
、
様
々
に
使
用
さ
れ
る
「
お
ら
」
と
い
う
語
が

あ
る
。

（
１
）ａ
（
不
良
少
女
が
、
拾
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
持
ち
主
に
手
渡
す
際
に
）
お
ら
（『
ヤ
』
五
⑵
）

ｂ
（
万
引
き
の
証
拠
映
像
を
確
認
さ
せ
る
場
面
）
お
ら

こ
の
万
引
き
し
て
る
の
お
前
だ
ろ
？
（『
い
』
五
）

ｃ
（
雨
を
降
ら
せ
る
と
と
け
て
な
く
な
る
雲
に
対
し
て
）
お
ら
、
と
け
ろ
。
そ
ら
、
と
け
ろ
。〔
…
略
…
〕（『
雲
』）

ｄ
（
戦
い
の
場
面
で
、
屈
ん
だ
体
勢
を
と
っ
た
話
し
手
が
、
立
っ
て
い
る
相
手
の
足
を
掴
も
う
と
す
る
際
に
）
ホ
ッ

ホ
イ

ヨ
ッ

オ

ラ

ホ
（『
ホ
』
九
）

ｅ
（
男
子
高
校
生
が
、
横
並
び
で
歩
い
て
い
る
他
校
の
男
女
に
対
し
て
）
オ
ラ

て
め
え
ら
な
に
イ
チ
ャ
こ
い
て
ん
だ

し
ば
か
れ
て

ぇ
の
か
？
（『
い
』
三
）

本
稿
は
、
文
法
論
の
観
点
か
ら
、
か
か
る
感
動
詞
「
お
ら
」
が
い
か
な
る
機
能
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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」
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な
お
、
感
動
詞
「
お
ら
」
は
、「
お
ら
お
ら
」
と
い
う
語
形
で
現
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
、「
お
ら
」「
お
ら
お
ら
」

の
両
語
形
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

二

辞
典
の
記
述

感
動
詞
「
お
ら
」
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
・
機
能
を
主
題
的
に
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
加
え
て
、『
日
本

国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）
を
は
じ
め
と
す
る
国
語
辞
典
に
あ
っ
て
も
、
感
動
詞
「
お
ら
」
を
立
項
し
て
い
な
い
も
の
が
多
い
⑶
。『
三
省

堂
国
語
辞
典
』（
第
七
版
）・『
大
辞
林
』（
第
四
版
）・『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』
は
「
お
ら
」
を
立
項
し
て
い
る
│
│
た
だ
し
、
こ
れ
ら
が
見
出

し
語
と
す
る
の
は
「
お
ら
お
ら
」
の
み
で
あ
る
│
│
が
、
次
に
引
用
す
る
⑷
よ
う
に
、
そ
の
記
述
は
、
先
の
（
１
ａ
〜
ｅ
）
の
全
例
を
的
確

に
説
明
す
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。

・
お
ら

お
ら
（
感
）〔
俗
〕
人
に
乱
暴
に
〈
呼
び
か
け
る
／
命
令
す
る
〉
声
。「
│
、
そ
こ
を
ど
け
！
」（『
三
省
堂
国
語
辞
典
』（
第

七
版
））

・
お
ら
お
ら
□０
（
感
）
乱
暴
に
呼
び
掛
け
た
り
、
威
嚇
す
る
よ
う
な
と
き
に
発
す
る
語
。「
│
、
そ
こ
を
ど
け
」（『
大
辞
林
』（
第
四

版
））

・
お
ら
│
お
ら
□一
﹇
感
﹈
乱
暴
に
言
い
つ
け
る
と
き
な
ど
に
発
す
る
語
。「
お
ら
お
ら
、
道
を
あ
け
ろ
」
□二
﹇
名
・
形
動
﹈
俗
に
、

強
引
ま
た
は
強
気
な
態
度
・
性
格
を
表
す
語
。（『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』）

ま
た
、
一
般
的
な
国
語
辞
典
と
は
異
な
る
が
、『
日
本
俗
語
大
辞
典
』（
初
版
）
は
、「
お
ら
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

・
お

ら
﹇
感
﹈
相
手
に
注
意
を
促
す
時
に
発
す
る
こ
と
ば
。
荒
い
語
感
。
男
性
が
使
用
。
◇
『
男
は
つ
ら
い
よ
①
』（
１
９
９
１

年
）〈
山
田
洋
次
〉「
お
ら
、
ど
う
し
た
」
◇
『
特
攻
の
拓
⑪
』（
１
９
９
４
年
）〈
所
十
三
〉「
オ
ラ
ぁ
！

も
っ
と
寄
れ
よ
⁉
」
◇
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『
梧
桐
勢
十
郎
②
』（
１
９
９
８
年
）〈
か
ず
は
じ
め
〉「
オ
ラ
オ
ラ
ど
う
し
た
ぁ
体
力
作
り
だ
」

し
か
し
、
こ
れ
も
、
先
の
（
１
ａ
〜
ｅ
）
の
全
例
を
的
確
に
説
明
す
る
も
の
と
は
い
い
が
た
い
⑸
。

以
上
の
よ
う
に
、
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
辞
典
に
記
述
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
進
ん

で
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
か
か
る
状
況
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
感
動
詞
「
お
ら
」
の
も
つ
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
お
よ
び
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
に
よ
り
、
呼
掛
詞
⑹
に
よ
る
呼
掛
（「
お
い
。」「
そ
ら
。」「
ほ
ら
。」

「
は
い
。」
な
ど
）
お
よ
び
掛
声
（「
せ
ー
の
。」「
そ
ら
。」「
ほ
ら
。」「
起
立
。」
な
ど
）
の
機
能
を
確
認
し
、
つ
づ
い
て
感
動
詞
「
こ
ら
」「
こ
れ
」

の
機
能
を
論
じ
る
。
そ
の
う
え
で
、
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
、「
お
ら
」
と
語
形
の
近
し
い
感
動
詞
「
こ
ら
」「
そ
ら
」「
ほ

ら
」
の
分
析
を
参
考
に
、
考
察
を
行
な
う
。

三

呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛

本
節
で
は
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
機
能
お
よ
び
分
類
を
論
じ
た
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
の
内
容
の
う
ち
本
稿
に
必
要
な
部
分
を
整
理
し

て
示
す
。
た
だ
し
、
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
に
お
い
て
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
の
分
析
に
微
修
正
を
加
え
た
箇
所
が
あ
る
た
め
、
当
該
箇
所
に
つ

い
て
は
拙
稿
（
二
〇
一
八
）
の
分
析
に
よ
る
。

呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
は
、「〈
我
〉
│
〈
汝
〉
の
言
語
場
を
構
成
す
る
⑺
」（
以
下
、「
言
語
場
構
成
」
と
す
る
）
機
能
の
み
を
も
つ
「
典
型
的

な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
一
種
呼
掛
詞
」
と
、「
言
語
場
構
成
」
機
能
の
う
え
に
「
指
示
」「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」「
促
し
」
と
い

う
機
能
が
加
わ
っ
た
「
周
辺
的
な
呼
掛
詞
」
で
あ
る
「
第
二
種
呼
掛
詞
」
と
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
種
呼
掛
詞
と
し
て
は
「
あ
の
」「
お

い
」「
お
う
」「
す
み
ま
せ
ん
」「
ち
ょ
っ
と
」「
な
あ
」「
ね
え
」「
の
う
」「
も
し
」「
や
あ
」「
や
い
」「
よ
う
」
が
挙
げ
ら
れ
、
第
二
種
呼

掛
詞
と
し
て
は
「
い
ざ
」「
さ
あ
」「
そ
ら
」「
そ
れ
」「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
が
挙
げ
ら
れ
る
⑻
。
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第
二
種
呼
掛
詞
が
「
言
語
場
構
成
」
機
能
の
う
え
に
加
え
も
つ
三
つ
の
機
能
に
つ
い
て
。
第
一
に
、「
指
示
」
と
は
、「
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
を
し
て
お
り
ボ
ー
ル
を
投
げ
返
す
際
に
相
手
に
「
そ
ら
。」「
そ
れ
。」
と
い
い
、
傍
で
泣
い
て
い
る
人
に
ハ
ン
カ
チ
差
し
出
す
際
に

「
ほ
ら
。」「
ほ
れ
。」
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
す
な
わ
ち
相
手
に
何
か
（「
も
の
」）
を
手
渡
す
場
合
に
使
用
さ
れ
る
「「
ソ
」
系
の
指
示
詞
と

関
係
す
る
」
呼
掛
詞
に
認
め
ら
れ
る
機
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「（
自
分＝

〈
我
〉
の
領
域
を
離
れ
て
相
手＝

〈
汝
〉
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の

と
し
て
）
そ
の
『
も
の
』
が
存
在
す
る
」
と
い
う
事
態
が
「
指
示
」
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
相
手
に
何
か
を
手
渡
す
際
に
使
用
さ
れ
る
、

「
ソ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
た
な
い
呼
掛
詞
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「
指
示
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
に
、「
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
と
は
、
田
窪
・
金
水
（
一
九
九
七
）
が
「
ほ
ら
、
オ
リ
オ
ン
が
見
え
る
よ
。」「
ほ
ら
、
同
じ
ク
ラ

ス
に
、
吉
田
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。」「
ほ
ら
、
答
が
違
う
よ
。
よ
く
考
え
て
ご
ら
ん
。」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
「
話
し
手
に
と
っ
て
は
す
で

に
登
録
済
み
の
情
報
を
聞
き
手
に
気
付
か
せ
た
り
思
い
出
さ
せ
た
り
す
る
機
能
を
持
つ
」
と
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
促
し
」

と
は
、「
そ
れ
、
行
け
。」「
ほ
ら
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」「
い
ざ
、
行
こ
う
。」「
さ
あ
、
走
れ
。」
の
よ
う
な
例
に
み
ら
れ
る
「
相

手＝

〈
汝
〉
に
何
ら
か
の
行
為
を
促
す
」
機
能
で
あ
る
。
な
お
、「
は
い
、
早
く
問
題
を
解
き
な
さ
い
。」
の
よ
う
な
、
命
令
・
勧
誘
の
表

現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
「
は
い
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「
促
し
」
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
。

右
に
述
べ
た
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
の
機
能
を
整
理
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
⑼
。

・
第
一
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛

…
…

言
語
場
構
成

・
第
二
種
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛

…
…

言
語
場
構
成

＋

指
示
／
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
／
促
し

そ
し
て
、「
お
ら
」
と
語
形
の
近
し
い
感
動
詞
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
は
、
第
二
種
呼
掛
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
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四

掛

声

拙
稿
（
二
〇
一
七
）
は
、（
２
ａ
〜
ｅ
）
の
よ
う
な
文
⑽
を
「
掛
声
」
と
呼
び
、
そ
の
機
能
・
分
類
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、

拙
稿
（
二
〇
一
七
）
の
内
容
の
う
ち
本
稿
に
必
要
な
部
分
を
整
理
し
て
示
す
。

（
２
）ａ
（
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
二
人
で
荷
物
を
も
ち
あ
げ
る
際
に
）
せ
ー
の
。

ｂ
（
合
唱
に
お
け
る
、
指
揮
者
の
発
話
）
さ
ん
は
い
。

ｃ
（
学
校
の
教
室
に
お
け
る
、
日
直
の
発
話
）
起
立
。

ｄ
（
式
典
の
進
行
の
一
環
と
し
て
の
、
司
式
者
の
発
話
）
起
立
。

ｅ
（
話
し
手
自
身
が
立
ち
あ
が
る
際
に
）
よ
い
し
ょ
。

拙
稿
（
二
〇
一
七
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
掛
声
を
、
聞
き
手
が
必
要
な
文
で
あ
る
と
す
る
。

掛
声
は
、
動
作
を
行
な
う
者
に
対
し
て
「
声
」
を
「
掛
」
け
る
こ
と
で
、
そ
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
文
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
掛
声
の
発
話
に
お
い
て
は
、
そ
の
動
作
の
主
体
で
あ
り
、
声
を
掛
け
る
対
象
と
な
る
者
が
、「
聞
き
手
」
と
し
て
必
ず
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
話
し
手
自
身
が
動
作
の
主
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
話
し
手
自
身
が
「
聞
き

手
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
し
て
、
掛
声
の
機
能
を
「
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
」
も
の
と
結
論
づ
け
、
そ
の
う
え
で
「
掛
声
の
発
話
は
、
必

ず
、
聞
き
手
が
あ
る
決
め
ら
れ
た
動
作
を
行
な
う
こ
と
を
了
解
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。

掛
声
は
、（
２
ａ
〜
ｄ
）
の
よ
う
に
「
話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
る
も
の
」
で
あ
る
「
Ａ
類
」
と
、（
２
ｅ
）
の
よ
う
に

「
話
し
手
自
身
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
（＝

話
し
手
自
身
以
外
の
者
が
聞
き
手
に
含
ま
れ
な
い
も
の
）」
で
あ
る
「
Ｂ
類
」
と
に
大
別
さ
れ

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
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る
。
さ
ら
に
、「
Ａ
類
」
は
、（
２
ａ
・
ｂ
）
の
「
せ
ー
の
。」「
さ
ん
は
い
。」
の
よ
う
に
「
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を

行
な
い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
も
の
」
で
あ
る
「
Ａ
Ⅰ
類
」
と
、（
２
ｃ
・
ｄ
）
の
「
起
立
。」
の
よ
う
に
「
聞
き
手

の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
と
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
と
の
両
方
を
行
な
う
も
の
」
で
あ
る
「
Ａ
Ⅱ
類
」
と
に
わ
け
ら
れ
る
│
│

「
Ｂ
類
」
は
、「
話
し
手
自
身
一
人
の
み
が
行
な
う
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
際
に
、
自
身
が
了
解
し
て
い
る
動
作
の
内
容
を
表
示

す
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
い
」
た
め
、（
２
ｅ
）
の
「
よ
い
し
ょ
。」
の
よ
う
に
「
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
調
整
の
み
を
行
な

い
、
そ
の
動
作
の
内
容
の
表
示
を
行
な
わ
な
い
も
の
」
と
な
る
│
│
⑾
。

な
お
、
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
代
表
例
と
し
て
は
次
に
示
す
も
の
が
挙
げ
ら
れ
、

あ
っ
ぷ
っ
ぷ
／
い
ち
に
／
い
ち
に
さ
ん
／
い
ち
に
の
さ
ん
／
い
っ
せ
ー
の
ー
せ
／
う
ん
／
う
ん
さ
／
う
ん
し
ょ
／
う
ん
せ
／
う
ん
と

こ
さ
／
う
ん
と
こ
し
ょ
／
う
ん
と
こ
せ
／
え
い
／
え
い
や
／
え
っ
さ
／
え
っ
さ
っ
さ
／
え
っ
ほ
／
お
い
ち
に
／
お
う
／
オ
ー
エ
ス
／

こ
ら
さ
／
こ
ら
し
ょ
／
こ
ら
せ
／
さ
あ
／
さ
ん
は
い
／
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
／
せ
ー
の
／
そ
ら
／
そ
れ
／
た
あ
／
ち
っ
ち
の
ち
／
て
い

／
と
う
／
ど
っ
こ
い
さ
／
ど
っ
こ
い
し
ょ
／
ど
っ
こ
い
せ
／
ど
っ
こ
ら
さ
／
ど
っ
こ
ら
し
ょ
／
ど
っ
こ
ら
せ
／
は
あ
／
は
い
／
は
い

チ
ー
ズ
／
は
っ
／
は
っ
け
よ
い
／
ひ
い
ふ
う
み
／
ひ
い
ふ
の
み
／
ふ
ん
／
ほ
い
／
ほ
い
さ
／
ほ
い
し
ょ
／
ほ
い
せ
／
ほ
っ
／
ほ
ら
／

ほ
れ
／
や
あ
／
や
っ
／
や
っ
こ
ら
さ
／
や
っ
こ
ら
し
ょ
／
や
っ
こ
ら
せ
／
よ
い
さ
／
よ
い
し
ょ
／
よ
い
せ
／
よ
う
／
よ
っ
／
よ
っ
こ

い
さ
／
よ
っ
こ
い
し
ょ
／
よ
っ
こ
い
せ
／
よ
っ
こ
ら
さ
／
よ
っ
こ
ら
し
ょ
／
よ
っ
こ
ら
せ
／
わ
っ
し
ょ
い
／
わ
っ
せ
／
ワ
ン
ツ
ー
／

ワ
ン
ツ
ー
ス
リ
ー

Ａ
Ⅱ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
代
表
例
と
し
て
は
次
に
示
す
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

集
ま
れ
／
撃
て
／
解
散
／
開
始
／
駆
足
／
合
掌
／
構
え
／
乾
杯
／
起
立
／
気
を
付
け
／
敬
礼
／
後
退
／
腰
を
お
ろ
せ
／
捧
げ
銃
／
集

合
／
終
了
／
出
発
／
進
め
／
整
列
／
前
進
／
着
席
／
撤
収
／
止
ま
れ
／
直
れ
／
担
え
銃
／
二
列
か
ら
四
列
／
始
め
／
発
射
／
番
号
／

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
三
二



左
／
左
向
け
左
／
開
け
／
前
へ
倣
え
／
待
て
／
回
れ
右
／
右
／
右
向
け
右
／
黙
想
／
黙
禱
／
休
め
／
や
め
／
用
意
／
よ
し
／
礼
／
別

れ

Ｂ
類
に
は
、
Ａ
Ⅰ
類
に
用
い
ら
れ
る
語
類
の
う
ち
、
聞
き
手
が
一
人
で
あ
る
場
合
に
使
用
可
能
な
も
の
の
多
く
が
用
い
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
お
ら
」
と
語
形
の
近
し
い
感
動
詞
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
は
、「
聞
き
手
の
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
」（
以
下
、

「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
と
す
る
）
機
能
を
も
つ
文
で
あ
る
掛
声
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る
。

五

行
動
制
御

「
お
ら
」
と
語
形
の
近
し
い
感
動
詞
の
一
つ
に
、「
コ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
ち
、
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
「
こ
ら
」
と
い
う
語

が
あ
る
。

（
３
）ａ
（
三
輪
車
に
乗
っ
た
五
歳
の
息
子
が
母
親
よ
り
先
に
交
差
点
へ
向
か
っ
て
い
く
際
の
、
母
親
の
発
話
）
こ
ら

先
に
行
っ
ち
ゃ
あ
ぶ
な

い
わ
よ
（『
ク
』
一
）

ｂ
（
不
良
高
校
生
が
、
自
分
を
更
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
教
師
に
対
し
て
）
テ
メ
ー
は
オ
レ
の
親
か
コ
ラ
‼
（『
カ
』
一
〇
）

ま
た
、
感
動
詞
「
こ
れ
」
は
、「
こ
ら
」
と
同
じ
く
「
コ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
ち
、
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る
。

（
４
）ａ
〔
…
略
…
〕
弟
は
面
倒
臭
そ
う
に
話
を
す
る
と
、
駈
け
出
し
て
来
て
縁
側
で
独
楽
を
ま
わ
し
始
め
ま
し
た
。「
こ
れ
！

ま
た

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
。
縁
側
で
独
楽
を
ま
わ
す
ん
じ
ゃ
な
い
と
い
っ
と
く
じ
ゃ
な
い
か
。」
祖
母
は
直
ぐ
後
か
ら
歩
み
よ
っ
て

叱
り
つ
け
ま
し
た
。（『
白
』）

ｂ
〔
…
略
…
〕
老
母
は
、
も
っ
て
の
ほ
か
怒
っ
て
、
顔
の
色
ま
で
変
じ
、「
こ
れ
！

元
直
」
と
、
身
を
正
し
て
叱
っ
た
。

（『
三
』）

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
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か
か
る
感
動
詞
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
に
つ
い
て
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
れ
ら
を
「
呼
掛
」
と
区
別
す
る
。
本

稿
も
こ
の
分
析
に
従
う
。

指
示
詞
と
の
関
連
を
も
ち
、
相
手
へ
の
は
た
ら
き
か
け
を
表
わ
す
広
義
感
動
詞
と
し
て
、「
こ
ら
」「
こ
れ
」
が
あ
る
。
名
詞
に
よ
る

も
の
で
あ
れ
呼
掛
詞
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
呼
掛
に
か
か
わ
る
指
示
詞
は
、
フ
ィ
ラ
ー
と
し
て
も
使
用
可
能
な
「
あ
の
」
を
除
い

て
、
呼
掛
が
「〈
我
〉
│
〈
汝
〉」
の
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
「
ソ
」
系
で
あ
る
が
、
対
し
て
、「
こ
ら
」「
こ
れ
」
が
関
連
を
も
つ

の
は
「
コ
」
系
で
あ
る
。
ま
た
、
特
に
「
こ
ら
」
に
つ
い
て
は
「
い
ば
っ
て
人
を
と
が
め
た
り
、
怒
っ
て
他
人
に
注
意
す
る
時
に
発

す
る
語
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）
な
ど
と
記
述
さ
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
「
呼
掛
」
で
は
な
く
、
威
張
り
、
咎
め
、
怒
り
、
注
意
す

る
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
か
ら
、
本
稿
で
は
、「
こ
ら
」「
こ
れ
」
を
呼
掛
詞
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

加
え
て
、（
３
ａ
・
ｂ
）（
４
ａ
・
ｂ
）
の
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
に
は
、「
掛
声
」
の
機
能
で
あ
る
「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
機
能
も
認
め
ら
れ
な

い
。ま

ず
、（
３
ａ
）
の
「
こ
ら
」
に
つ
い
て
は
、
次
に
引
用
す
る
『
現
代
感
動
詞
用
法
辞
典
』（
初
版
）
の
「
こ
ら
（
っ
）」
の
項
の
記
述
が

参
考
に
な
る
⑿
。

相
手
を
叱
責
す
る
呼
び
か
け
を
表
す
。
や
や
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
語
。
感
動
詞
と
し
て
用
い
る
。「
こ
ら
っ
」
は
後
ろ
に
声
門
閉

鎖
を
伴
う
。
音
調
は
Ｈ
Ｍ
の
２
拍
で
あ
る
。
や
や
古
風
な
表
現
で
、
現
代
で
は
使
わ
れ
る
場
面
に
制
限
が
あ
る
。
特
に
、
上
位
者
が

下
位
者
に
向
か
っ
て
注
意
を
喚
起
し
て
叱
責
し
、
相
手
の
行
動
を
制
止
す
る
場
合
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。〔
…
略
…
〕

こ
こ
で
は
、「
こ
ら
」
の
機
能
に
関
わ
る
点
と
し
て
、（
ⅰ
）
相
手
を
叱
責
す
る
、（
ⅱ
）
上
位
者
が
下
位
者
に
対
し
て
使
用
す
る
、（
ⅲ
）

相
手
の
行
動
を
制
止
す
る
、
と
い
う
性
質
の
存
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（
ⅰ
）
に
つ
い
て
、「
叱
責
」
は
普
通
、
相
手
の
行
動

（
既
に
行
な
っ
た
行
動
、
今
現
在
行
な
っ
て
い
る
行
動
、
こ
れ
か
ら
行
な
お
う
と
す
る
行
動
）
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
な
さ
れ
、
相

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
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手
の
行
動
を
制
御
す
る
も
の
で
あ
る
。（
ⅲ
）
の
「
相
手
の
行
動
を
制
止
す
る
」
と
は
、
か
か
る
行
動
の
制
御
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
行
動
制
御
や
叱
責
は
、
上
位
者
が
下
位
者
に
対
し
て
行
な
う
方
が
効
果
的
で
あ
る
た
め
、
一
般
に
は
、
上

位
者
が
下
位
者
に
対
し
て
行
な
う
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
れ
を
述
べ
た
の
が
（
ⅱ
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
こ
ら
」
は
、
上
位
者
で

あ
る
話
し
手
が
下
位
者
で
あ
る
聞
き
手
に
対
し
て
「
行
動
制
御
」
お
よ
び
「
叱
責
」
を
行
な
う
際
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、（
３
ａ
）

の
「
こ
ら
」
は
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、（
３
ｂ
）
の
、
高
校
生
か
ら
教
師
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
「
こ
ら
」
に
つ
い
て
は
、
相
手
の
行
動
（
自
分
を
更
生
さ
せ
よ
う
と

す
る
）
を
や
め
さ
せ
る
「
行
動
制
御
」
の
機
能
が
認
め
ら
れ
る
が
、
一
方
で
、（
３
ａ
）
と
同
様
に
相
手
を
「
叱
責
」
し
て
い
る
、
と
は
い

い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
当
該
の
「
こ
ら
」
は
、
む
し
ろ
、「
行
動
制
御
」
の
た
め
に
、
話
し
手
が
「
自
分
が
相
手
よ
り
も
上
位
に

あ
る
」
こ
と
を
聞
き
手
に
示
す
（
一
方
的
に
宣
言
す
る
）
も
の
と
考
え
ら
れ
、「
示
威
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
先
述
の
と
お
り

「
行
動
制
御
」
は
上
位
者
が
下
位
者
に
対
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
な
い
場
合
（
話
し

手
が
聞
き
手
よ
り
も
下
位
に
あ
る
場
合
、
両
者
が
同
位
に
あ
る
場
合
、
両
者
の
上
下
関
係
が
不
明
で
あ
る
場
合
を
ま
と
め
て
い
う
。
以
下
同
様
）
に
「
行

動
制
御
」
を
行
な
う
に
は
、
話
し
手
が
「
自
分
が
相
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
」
こ
と
を
聞
き
手
に
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
場
合
の
「
行
動
制
御
」
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
機
能
が
「
叱
責
」
で
あ
り
、
話
し
手
が
聞
き

手
よ
り
も
上
位
に
な
い
場
合
の
「
行
動
制
御
」
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
機
能
が
「
示
威
」
で
あ
る
。

最
後
に
、（
４
ａ
・
ｂ
）
の
「
こ
れ
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、（
３
ａ
）
の
「
こ
ら
」
と
同
様
に
「
行
動
制
御
＋
叱
責
」
を
行

な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
現
代
語
に
お
け
る
感
動
詞
「
こ
れ
」
は
、「
行
動
制
御
＋
叱
責
」
機
能
の
も
と
で

の
使
用
が
一
般
的
で
あ
り
、「
行
動
制
御
＋
示
威
」
機
能
の
も
と
で
の
使
用
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

以
上
よ
り
、
感
動
詞
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
の
機
能
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
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・
行
動
制
御

＋

叱
責
（
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
場
合
）

・
行
動
制
御

＋

示
威
（
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
な
い
場
合
）

こ
の
よ
う
に
、
感
動
詞
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
は
「
行
動
制
御
」
機
能
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
本
稿
で
は
、（
３
ａ
・
ｂ
）

（
４
ａ
・
ｂ
）
の
「
こ
ら
。」「
こ
れ
。」
の
よ
う
な
文
を
、「
言
語
場
構
成
」
機
能
を
基
本
と
す
る
「
呼
掛
」
の
文
や
「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」

機
能
を
基
本
と
す
る
「
掛
声
」
の
文
と
区
別
し
て
、「
行
動
制
御
」
の
文
と
呼
び
た
い
⒀
。

六

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能

六
│
一
「
呼
掛
」
と
し
て
の
機
能

六
│
一
│
一
「
言
語
場
構
成
＋
指
示
」
機
能

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
。

（
５
）ａ
（
不
良
少
女
が
、
拾
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
持
ち
主
に
手
渡
す
際
に
）
お
ら
（＝

１
ａ
）

ｂ
（
相
手
に
差
し
入
れ
を
手
渡
す
際
に
）
お
ら
お
ら
、
差
し
入
れ
だ
。

右
の
「
お
ら
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
第
二
種
呼
掛
詞
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
│
│
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
へ

の
言
い
換
え
に
つ
い
て
、
以
下
、「
そ
ら
」
と
「
ほ
ら
」
と
で
そ
の
自
然
さ
に
若
干
の
差
異
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
い
ず
れ
も
容
認
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、「
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
し
て
一
括
す
る
│
│
。

（
６
）ａ
（
不
良
少
女
が
、
拾
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
持
ち
主
に
手
渡
す
際
に
）｛
そ
ら
／
ほ
ら
｝（＝

５
ａ
を
改
変
）

ｂ
（
相
手
に
差
し
入
れ
を
手
渡
す
際
に
）｛
そ
ら
そ
ら
／
ほ
ら
ほ
ら
｝、
差
し
入
れ
だ
。（＝

５
ｂ
を
改
変
）

そ
し
て
、（
５
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
と
（
６
ａ
・
ｂ
）
の
「
そ
ら
／
ほ
ら
」
と
は
、
相
手
に
何
か
（
ア
ク
セ
サ
リ
ー
／
差
し
入
れ
）
を
手
渡
す

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
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際
の
発
話
で
あ
り
、「（
自
分
の
領
域
を
離
れ
て
相
手
の
領
域
に
渡
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
）
そ
の
『
ア
ク
セ
サ
リ
ー
／
差
し
入
れ
』
が
存
在
す

る
」
と
い
う
事
態
を
「
指
示
」
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、（
５
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
に
は
、「
言
語
場
構
成
＋
指
示
」

機
能
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
⒁
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
お
ら
」
は
、「
そ
ら
／
ほ
ら
」
よ
り
も
粗
暴
な
発
話
と
な
る
。

六
│
一
│
二
「
言
語
場
構
成
＋
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
機
能

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
。

（
７
）ａ
（
万
引
き
の
証
拠
映
像
を
確
認
さ
せ
る
場
面
）
お
ら

こ
の
万
引
き
し
て
る
の
お
前
だ
ろ
？
（＝

１
ｂ
）

ｂ
（
意
中
の
相
手
と
車
で
ド
ラ
イ
ブ
を
し
て
い
る
際
に
突
然
巨
大
仏
が
見
え
た
、
と
い
う
場
面
で
）
ま
る
で
、「
お
ら
お
ら
見
て
る
ぞ
見
て

る
ぞ
、
仏
さ
ま
が
見
て
る
ん
だ
ぞ
、
変
な
こ
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
で
も
言
う
よ
う
な
そ
の
巨
大
仏
の
せ
い
で
、
私
は

あ
ら
た
め
て
ム
ー
ド
構
築
を
ゼ
ロ
か
ら
や
り
な
お
す
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。（『
晴
』）

右
の
「
お
ら
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
第
二
種
呼
掛
詞
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
８
）ａ
（
万
引
き
の
証
拠
映
像
を
確
認
さ
せ
る
場
面
）｛
そ
ら
／
ほ
ら
｝
こ
の
万
引
き
し
て
る
の
お
前
だ
ろ
？
（＝

７
ａ
を
改
変
）

ｂ
（
意
中
の
相
手
と
車
で
ド
ラ
イ
ブ
を
し
て
い
る
際
に
突
然
巨
大
仏
が
見
え
た
、
と
い
う
場
面
で
）
ま
る
で
、「｛
そ
ら
そ
ら
／
ほ
ら
ほ
ら
｝

見
て
る
ぞ
見
て
る
ぞ
、
仏
さ
ま
が
見
て
る
ん
だ
ぞ
、
変
な
こ
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
と
で
も
言
う
よ
う
な
そ
の
巨
大
仏
の

せ
い
で
、
私
は
あ
ら
た
め
て
ム
ー
ド
構
築
を
ゼ
ロ
か
ら
や
り
な
お
す
は
め
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。（＝

７
ｂ
を
改
変
）

そ
し
て
、（
７
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
と
（
８
ａ
・
ｂ
）
の
「
そ
ら
／
ほ
ら
」
と
は
、
話
し
手
に
と
っ
て
は
既
に
登
録
済
み
の
情
報
（
聞
き
手

が
万
引
き
を
し
た
／
仏
さ
ま
が
見
て
い
る
）
を
聞
き
手
に
気
づ
か
せ
た
り
思
い
出
さ
せ
た
り
す
る
発
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、

（
７
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
に
は
、「
言
語
場
構
成
＋
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
機
能
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
合
の

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
三
七



「
お
ら
」
も
ま
た
、「
そ
ら
／
ほ
ら
」
よ
り
も
粗
暴
な
発
話
と
な
る
。

六
│
一
│
三
「
言
語
場
構
成
＋
促
し
」
機
能

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
。

（
９
）ａ
（
雨
を
降
ら
せ
る
と
と
け
て
な
く
な
る
雲
に
対
し
て
）
お
ら
、
と
け
ろ
。
そ
ら
、
と
け
ろ
。〔
…
略
…
〕（＝

１
ｃ
）

ｂ
（
酒
を
飲
ん
で
い
る
女
性
の
発
話
）
に
ゃ
は
は
っ
！

ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
さ
ね
。
オ
ラ
オ
ラ
ど
ん
ど
ん
お
か
わ

り
も
っ
て
こ
ー
い
！

あ
と
イ
イ
男
も
っ
て
こ
ー
い
！

酌
し
ろ
酌
ぅ
！

酒
が
た
ん
ね
ー
ぞ
ぉ
！
（『
落
』
一
三
）

右
の
「
お
ら
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
第
二
種
呼
掛
詞
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１０
）ａ
（
雨
を
降
ら
せ
る
と
と
け
て
な
く
な
る
雲
に
対
し
て
）｛
そ
ら
／
ほ
ら
｝、
と
け
ろ
。
そ
ら
、
と
け
ろ
。〔
…
略
…
〕（＝

９
ａ
を
改
変
）

ｂ
（
酒
を
飲
ん
で
い
る
女
性
の
発
話
）
に
ゃ
は
は
っ
！

ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
さ
ね
。｛
ソ
ラ
ソ
ラ
／
ホ
ラ
ホ
ラ
｝
ど

ん
ど
ん
お
か
わ
り
も
っ
て
こ
ー
い
！

あ
と
イ
イ
男
も
っ
て
こ
ー
い
！

酌
し
ろ
酌
ぅ
！

酒
が
た
ん
ね
ー
ぞ
ぉ
！
（＝

９

ｂ
を
改
変
）

そ
し
て
、（
９
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
と
（
１０
ａ
・
ｂ
）
の
「
そ
ら
／
ほ
ら
」
と
は
、
相
手
に
何
ら
か
の
行
為
（
と
け
る
／
お
か
わ
り
を
も
っ
て

く
る
）
を
促
す
発
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、（
９
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
に
は
、「
言
語
場
構
成
＋
促
し
」
機
能
を
認
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
お
ら
」
も
、
前
項
・
前
々
項
同
様
に
、「
そ
ら
／
ほ
ら
」
よ
り
も
粗
暴
な
発
話
と
な
る
。

六
│
二
「
掛
声
」
と
し
て
の
「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
機
能

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
三
八



（
１１
）ａ
（
戦
い
の
場
面
で
、
屈
ん
だ
体
勢
を
と
っ
た
話
し
手
が
、
立
っ
て
い
る
相
手
の
足
を
掴
も
う
と
す
る
際
に
）
ホ
ッ

ホ
イ

ヨ
ッ

オ

ラ

ホ
（＝

１
ｄ
）

ｂ
（
カ
ッ
プ
酒
の
容
器
で
風
鈴
を
作
る
場
面
）
ウ
ル
ウ
ル
と
な
っ
た
〔
引
用
者
註：

地
味
な
作
業
に
数
時
間
を
費
や
し
て
い
る
こ
と

に
悲
し
く
な
っ
た
〕
俺
は
小
さ
な
凹
み
に
太
い
釘
を
押
し
当
て
、
金
槌
で
オ
ラ
オ
ラ
！

オ
ラ
オ
ラ
！

と
叩
き
ま
く
っ

た
。（『
パ
』）

右
の
「
お
ら
」
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
掛
声
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１２
）ａ
（
戦
い
の
場
面
で
、
屈
ん
だ
体
勢
を
と
っ
た
話
し
手
が
、
立
っ
て
い
る
相
手
の
足
を
掴
も
う
と
す
る
際
に
）
ホ
ッ

ホ
イ

ヨ
ッ
｛
ソ

ラ
／
ホ
ラ
｝
ホ
（＝
１１
ａ
を
改
変
）

ｂ
（
カ
ッ
プ
酒
の
容
器
で
風
鈴
を
作
る
場
面
）
ウ
ル
ウ
ル
と
な
っ
た
〔
引
用
者
註：

地
味
な
作
業
に
数
時
間
を
費
や
し
て
い
る
こ
と

に
悲
し
く
な
っ
た
〕
俺
は
小
さ
な
凹
み
に
太
い
釘
を
押
し
当
て
、
金
槌
で
｛
ソ
ラ
ソ
ラ
！

ソ
ラ
ソ
ラ
！
／
ホ
ラ
ホ
ラ
！

ホ
ラ
ホ
ラ
！
｝
と
叩
き
ま
く
っ
た
。（＝

１１
ｂ
を
改
変
）

そ
し
て
、（
１１
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
と
（
１２
ａ
・
ｂ
）
の
「
そ
ら
／
ほ
ら
」
と
は
、
話
し
手
自
身
一
人
の
み
が
行
な
う
動
作
（
相
手
の
足
を

掴
む
／
金
槌
で
釘
を
打
つ
）
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
調
整
す
る
た
め
の
発
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、（
１１
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
に

は
、「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
機
能
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
⒂
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
お
ら
」
に
は
、
先
の
「
言
語
場
構
成
＋
指
示
」

機
能
・「
言
語
場
構
成
＋
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
機
能
・「
言
語
場
構
成
＋
促
し
」
機
能
の
場
合
と
は
異
な
り
、
粗
暴
さ
が
「
そ
ら
／

ほ
ら
」
と
同
程
度
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
呼
掛
が
話
し
手
・
聞
き
手
間
の
待
遇
と
密
接
に
関
わ
る
の
に
対
し
て
、
掛

声
は
そ
の
よ
う
な
待
遇
と
の
関
わ
り
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
⒃
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
三
九



六
│
三
「
行
動
制
御
」
と
し
て
の
「
行
動
制
御
＋
威
嚇
」
機
能

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、
次
の
よ
う
に
使
用
で
き
る
。

（
１３
）ａ
（
男
子
高
校
生
が
、
横
並
び
で
歩
い
て
い
る
他
校
の
男
女
に
対
し
て
）
オ
ラ

て
め
え
ら
な
に
イ
チ
ャ
こ
い
て
ん
だ

し
ば
か
れ
て

ぇ
の
か
？
（＝

１
ｅ
）

ｂ
（
隊
長
が
隊
員
た
ち
に
対
し
て
）
オ
ラ
オ
ラ
！

グ
ズ
グ
ズ
す
る
な
！

階
段
で
地
下
一
階
ま
で
降
り
る
ぞ
！

行
け
行
け
行

け
‼
（『
ｔ
』）

右
の
「
お
ら
」
を
、
行
動
制
御
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
こ
ら
」
に
言
い
換
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
１４
）ａ
（
男
子
高
校
生
が
、
横
並
び
で
歩
い
て
い
る
他
校
の
男
女
に
対
し
て
）
コ
ラ

て
め
え
ら
な
に
イ
チ
ャ
こ
い
て
ん
だ

し
ば
か
れ
て

ぇ
の
か
？
（＝

１３
ａ
を
改
変
）

ｂ
（
隊
長
が
隊
員
た
ち
に
対
し
て
）
コ
ラ
コ
ラ
！

グ
ズ
グ
ズ
す
る
な
！

階
段
で
地
下
一
階
ま
で
降
り
る
ぞ
！

行
け
行
け
行

け
‼
（＝

１３
ｂ
を
改
変
）

（
１３
ａ
）（
１４
ａ
）
に
お
い
て
は
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
な
く
、（
１３
ｂ
）（
１４
ｂ
）
に
お
い
て
は
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位

に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
（
１３
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
が
「
こ
ら
」
に
そ
の
ま
ま
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、（
１３
ａ
）
の
「
お

ら
」
お
よ
び
（
１４
ａ
）
の
「
こ
ら
」
に
は
「
行
動
制
御
＋
示
威
」
機
能
が
認
め
ら
れ
、（
１３
ｂ
）
の
「
お
ら
」
お
よ
び
（
１４
ｂ
）
の
「
こ
ら
」

に
は
「
行
動
制
御
＋
叱
責
」
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、（
１３
ｂ
）
の
「
お
ら
」
は
、「
叱
責
」
と
い
う
よ
り

も
遥
か
に
強
い
語
感
を
伴
っ
て
お
り
、（
１３
ａ
）
の
「
お
ら
」
と
同
様
に
「
示
威
」
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
否
、
む
し
ろ
、

（
１３
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
は
、「
示
威
」
│
│
威
力
を
相
手
に
示
す
│
│
を
超
え
て
「
威
嚇
」
│
│
威
力
を
相
手
に
示
し
て
嚇
す
│
│
を
行

な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
事
実
、
第
二
節
に
引
用
し
た
よ
う
に
、『
大
辞
林
』（
第
四
版
）
の
「
お
ら
お
ら
」
の
項
に
は
「
乱
暴
に
呼
び

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
〇



掛
け
た
り
、
威
嚇
す
る
よ
う
な
と
き
に
発
す
る
語
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
）。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に

あ
る
（
１３
ｂ
）
に
あ
っ
て
は
、「
お
ら
」
に
続
く
命
令
表
現
に
強
い
強
制
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
お
ら
」
は
、「
こ
ら
」
と
は
異

な
り
、
話
し
手
が
聞
き
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
場
合
に
も
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
「
自
分
が
相
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
」
こ
と
を

こ
と
さ
ら
示
す
の
で
あ
り
、
ま
た
「
粗
暴
さ
を
伴
う
」
と
い
う
性
質
と
相
俟
っ
て
、
そ
の
威
力
を
以
て
相
手
を
嚇
し
、
従
わ
せ
る
発
話
と

な
る
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、（
１３
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
は
、
話
し
手
が
「
自
分
が
相
手
よ
り
も
上
位
に
あ
る
」
こ
と
を
聞
き
手
に
示
し
て
嚇
し
、
聞
き

手
の
行
動
を
制
御
す
る
（
イ
チ
ャ
こ
く
こ
と
を
や
め
さ
せ
る
／
グ
ズ
グ
ズ
さ
せ
ず
に
行
か
せ
る
）
発
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、「
行
動
制
御
＋
威

嚇
」
機
能
が
認
め
ら
れ
る
⒄
。
な
お
、
こ
の
場
合
の
「
お
ら
」
は
、「
こ
ら
」
よ
り
も
粗
暴
な
発
話
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
行
動
制

御
が
、
呼
掛
と
同
じ
く
、
話
し
手
・
聞
き
手
間
の
待
遇
（
上
下
関
係
）
と
密
接
に
関
わ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

七

ま

と

め

感
動
詞
「
お
ら
」
は
、「
呼
掛
」「
掛
声
」「
行
動
制
御
」
と
い
う
三
種
の
文
に
跨
っ
て
使
用
さ
れ
、
合
計
五
つ
の
機
能
を
も
つ
。
五
つ

の
機
能
を
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
順
に
【
機
能
一
】〜【
機
能
五
】
と
す
る
と
、
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

・「
呼
掛
」
と
し
て
の
機
能

…
…
「
言
語
場
構
成
＋
指
示
」
機
能

【
機
能
一
】

…
…
「
言
語
場
構
成
＋
気
付
か
せ
・
思
い
出
さ
せ
」
機
能

【
機
能
二
】

…
…
「
言
語
場
構
成
＋
促
し
」
機
能

【
機
能
三
】

・「
掛
声
」
と
し
て
の
機
能

…
…
「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
機
能

【
機
能
四
】

・「
行
動
制
御
」
と
し
て
の
機
能
…
…
「
行
動
制
御
＋
威
嚇
」
機
能

【
機
能
五
】

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
一



さ
ら
に
、「
呼
掛
」「
掛
声
」「
行
動
制
御
」
に
は
、「
聞
き
手
」
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

な
お
、
第
二
節
に
そ
の
記
述
を
引
用
し
た
『
三
省
堂
国
語
辞
典
』（
第
七
版
）・『
大
辞
林
』（
第
四
版
）・『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』・『
日
本
俗

語
大
辞
典
』（
初
版
）
は
、
そ
の
語
釈
お
よ
び
用
例
か
ら
み
て
、
五
つ
の
機
能
の
う
ち
【
機
能
三
】
ま
た
は
【
機
能
五
】
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
日
本
俗
語
大
辞
典
』（
初
版
）
の
「
お
ら
」
の
項
に
は
「
男
性
が
使
用
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際

に
は
女
性
に
よ
る
使
用
例
│
│
本
稿
に
挙
げ
た
も
の
で
い
え
ば
、（
１
ａ＝

５
ａ
）（
９
ｂ
）
│
│
も
観
察
さ
れ
る
た
め
、
よ
り
正
確
な
記
述

を
目
指
す
な
ら
ば
「
そ
の
使
用
者
と
し
て
男
性
が
想
定
さ
れ
や
す
い
」
な
ど
と
す
べ
き
で
あ
る
⒅
。

感
動
詞
は
、
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た
態
勢
に
お
い
て
も
つ
た
め
に
、
個
々
の
場
面
の
中
に
置
か
れ
て
は
じ
め
て
機
能
し
、

意
味
を
も
つ
。
こ
こ
か
ら
、
感
動
詞
は
、
一
つ
の
語
が
様
々
な
機
能
や
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。「
お
ら
」
が
五
つ
の
機
能
を
も
つ

の
は
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、「
一
つ
の
語
が
様
々
な
機
能
や
意
味
を
有
す
る
」
と
い
う
感
動
詞
一
般
の
性
質
に
帰
し
て
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て
論
じ
た
。
感
動
詞
「
お
ら
」
の
研
究
と
し
て
充
分
な
も
の
で
は
な
い
⒆
が
、

文
法
論
の
観
点
か
ら
そ
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
目
的
は
果
た
し
得
た
も
の
と
考
え
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
。

註
⑴

拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、「
感
動
詞
」
を
、「
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
一
つ
の
完
全
な
文
と
な
り
得
る
」「
対
象
的
意
味
を
積
極
的
に
欠
如
し
た

態
勢
に
お
い
て
も
ち
作
用
的
意
味
に
卓
越
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の
文
法
的
特
徴
を
と
も
に
満
た
す
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。
本
稿
は
、
こ

れ
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
「
感
動
詞
・
呼
掛
詞
・
応
答
詞
な
ど
を
総
合
す
る
概
念
と
し
て
の
「
感
動
詞
」

に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は
こ
れ
を
「
広
義
感
動
詞
」
と
呼
び
、
広
義
感
動
詞
の
下
位
類
と
し
て
の
「
感
動
詞
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
は

こ
れ
を
「
狭
義
感
動
詞
」
と
呼
ぶ
」
が
、
本
稿
に
い
う
「
感
動
詞
」
は
、
す
べ
て
「
広
義
感
動
詞
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

⑵

用
例
の
出
典
は
、
稿
末
の
略
記
に
従
っ
て
示
す
。
な
お
、
出
典
を
記
載
し
て
い
な
い
用
例
は
、
作
例
で
あ
る
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
二



⑶

少
な
く
と
も
、
次
に
示
す
国
語
辞
典
は
、
感
動
詞
「
お
ら
」（
お
よ
び
「
お
ら
お
ら
」）
を
立
項
し
て
い
な
い
。

『
岩
波
国
語
辞
典
』（
第
八
版
）／『
旺
文
社
国
語
辞
典
』（
第
一
一
版
）／『
学
研
現
代
新
国
語
辞
典
』（
改
訂
第
六
版
）／『
角
川
必
携
国
語
辞

典
』（
初
版
）／『
現
代
国
語
例
解
辞
典
』（
第
五
版
）／『
広
辞
苑
』（
第
七
版
）／『
講
談
社
国
語
辞
典
』（
第
三
版
）／『
三
省
堂
現
代
新
国
語

辞
典
』（
第
六
版
）／『
集
英
社
国
語
辞
典
』（
第
三
版
）／『
小
学
館
日
本
語
新
辞
典
』（
初
版
）／『
新
解
国
語
辞
典
』（
第
二
版
）／『
新
選
国

語
辞
典
』（
第
九
版
）／『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』（
第
二
版
）／『
新
明
解
国
語
辞
典
』（
第
七
版
）／『
大
辞
泉
』（
第
二
版
）／『
日
本
国
語
大

辞
典
』（
第
二
版
）／『
明
鏡
国
語
辞
典
』（
第
二
版
）

⑷

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
辞
典
類
の
記
述
を
引
用
す
る
際
、
一
部
の
記
号
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
類
似
す
る
別
の
記
号
類
に
置
き
換
え
た
場

合
が
あ
る
。

⑸
『
日
本
俗
語
大
辞
典
』（
初
版
）
に
は
、「
お
ら
お
ら
お
ら
」
を
見
出
し
語
と
す
る
項
も
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
そ
の
記
述
を
次
に
引
用
し
て
お

く
。

・
お
ら
お
ら
お
ら
﹇
感
﹈
相
手
に
迫
る
よ
う
に
物
を
見
せ
、
注
意
を
促
し
た
り
嫌
が
ら
せ
を
し
た
り
す
る
時
に
発
す
る
こ
と
ば
。
谷
岡
ヤ

ス
ジ
の
漫
画
か
ら
出
た
こ
と
ば
。
◇
『
平
凡
パ
ン
チ
』（
１
９
７
３
年
４
月
９
日
号
）「
一
連
の
谷
岡
ヤ
ス
ジ
漫
画
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
流

行
語
を
大
氾
濫
さ
せ
た
。〈
オ
ラ
オ
ラ
オ
ラ
〉、〈
鼻
血
ブ
ー
〉、〈
だ
も
ん
ネ
〉
な
ど
、
折
か
ら
の
ポ
ル
ノ
ブ
ー
ム
に
乗
じ
て
、
た
ち
ま

ち
幼
児
に
ま
で
感
染
」
◇
『
東
京
困
惑
日
記
』
ビ
ロ
ウ
な
話
（
１
９
９
１
年
）〈
原
田
宗
男
〉「
う
り
ゃ
あ
！

ク
ソ
だ
ク
ソ
だ
。
お
ら

お
ら
お
ら
！
」

⑹

拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、
森
重
（
一
九
五
九
）
に
倣
っ
て
、
呼
掛
に
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
を
「
呼
掛
詞
」
と
呼
ぶ
。
本
稿
は
、
こ
れ
を
踏
襲
す

る
。

⑺
〈
我
〉〈
汝
〉
は
、
と
も
に
拙
稿
（
二
〇
一
五
）
に
よ
る
用
語
で
あ
り
、
呼
掛
に
お
い
て
、
広
く
「
話
し
手
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
、
言
語

場
に
お
け
る
も
の
（＝

〈
我
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝

〈
呼
掛
主
体
〉）
と
に
わ
け
、
同
様
に
、
広
く
「
聞
き
手
」
と
呼
ば
れ

て
き
た
も
の
を
、
言
語
場
に
お
け
る
も
の
（＝

〈
汝
〉）
と
言
語
場
構
成
以
前
に
お
け
る
も
の
（＝

〈
呼
掛
対
象
〉）
と
に
わ
け
る
。

⑻

こ
こ
に
示
す
呼
掛
詞
は
、
そ
の
変
異
形
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
も
含
む
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
「
お
い
」
や
「
ほ
ら
」
は
「
お
い
お
い
」

「
お
お
い
」
や
「
ほ
う
ら
」「
ほ
ら
ほ
ら
」
な
ど
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑼

こ
の
整
理
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
に
お
け
る
整
理
の
一
部
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
三



⑽
（
２
ａ
〜
ｅ
）
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
が
挙
げ
た
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
作
例
で
あ
る
。

⑾

掛
声
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
話
し
手
の
人
数
が
複
数
で
あ
る
用
例
も
存
在
す
る
。

・「
ど
っ
こ
い
し
ょ
っ
、
と
」
二
人
の
駕
籠
屋
、
声
を
そ
ろ
え
て
肩
を
入
れ
た
。（『
つ
』）

・（
大
勢
で
神
輿
を
担
ぐ
際
に
）
よ
い
さ
！

ど
っ
こ
い
さ
‼

わ
っ
し
ょ
い

わ
っ
し
ょ
い
（『
こ
』
六
五
）

拙
稿
（
二
〇
一
七
）
は
、
か
か
る
例
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
引
用
文
中
の
「
⑥
」「
⑦
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
右
の
『
つ
』『
こ
』
六

五
の
例
を
指
す
も
の
で
あ
る
）。

本
稿
で
は
、
⑥
⑦
を
、
個
々
の
話
し
手
が
そ
れ
ぞ
れ
に
、
話
し
手
自
身
と
話
し
手
自
身
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
（＝

Ａ
類

の
）
発
話
を
行
な
っ
た
結
果
成
立
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
、
Ａ
類
の
例
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
話
し
手
が
複
数
人
で
あ
る
掛
声
に
は
、
⑥

⑦
の
よ
う
に
話
し
手
全
員
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
の
他
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話
し
手
全
員
と
話
し
手

以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
と
話
し
手
以
外
の
者
と
の
両
方
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
話

し
手
以
外
の
者
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
、
の
四
つ
が
論
理
的
に
あ
り
得
る
が
、
後
三
者
は
、
⑥
⑦
と
同
様
に
、
個
々
の
話
し
手
が
そ

れ
ぞ
れ
に
Ａ
類
の
発
話
を
行
な
っ
た
結
果
の
例
と
解
釈
で
き
、
残
る
、
話
し
手
の
う
ち
の
一
部
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
も
の
も
、
そ
の
話

し
手
の
中
に
Ａ
類
の
発
話
を
行
な
う
者
が
必
ず
存
在
し
、「
話
し
手
自
身
の
み
を
聞
き
手
と
す
る
」（＝

Ｂ
類
の
）
例
と
は
い
い
難
い
こ
と

か
ら
、
Ａ
類
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
話
し
手
が
複
数
人
で
あ
る
用
例
は
、
す
べ
て
Ａ
類
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
、（
２
ａ
〜
ｅ
）
の
よ
う
な
話
し
手
が
一
人
で
あ
る
例
の
解
釈
と
合
わ
せ
て
、「
話
し
手
自
身
一
人
の
み
を
（
話
し
手
が
一
人
で
あ

り
、
そ
の
話
し
手
自
身
の
み
を
）
聞
き
手
と
す
る
の
が
Ｂ
類
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
Ａ
類
で
あ
る
」
と
す
る
。

⑿
『
現
代
感
動
詞
用
法
辞
典
』（
初
版
）
は
「
話
し
手
の
音
域
に
お
け
る
高
音
（
Ｈ
）・
中
音
（
Ｍ
）・
低
音
（
Ｌ
）
と
い
う
相
対
音
高
を
表
す
」
こ

と
で
、
個
々
の
感
動
詞
の
「
音
調
」
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
引
用
中
の
「
Ｈ
Ｍ
」
と
は
、「『
こ
』
が
『
Ｈ
（
高
音
）』、『
ら
』
が
『
Ｍ

（
中
音
）』」
と
い
う
音
調
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
。
な
お
、
当
該
辞
典
は
、
感
動
詞
「
お
ら
」（
お
よ
び
「
お
ら
お
ら
」）
に
つ
い
て
は
、
立
項

し
て
い
な
い
。

⒀

以
上
、「
行
動
制
御
」
に
使
用
さ
れ
る
感
動
詞
と
し
て
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
を
挙
げ
た
が
、「
こ
ら
こ
ら
」「
こ
れ
こ
れ
」
と
い
っ
た
変
異
形
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
本
稿
に
お
い
て
「
こ
ら
」「
こ
れ
」
と
い
う

と
き
、
そ
れ
は
、
そ
の
変
異
形
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
四



⒁

拙
稿
（
二
〇
一
六
）
は
、「「
ソ
」
系
指
示
詞
と
関
係
す
る
」
呼
掛
詞
「
そ
ら
」「
そ
れ
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
に
は
「
指
示
」
機
能
を
認
め
る
一

方
で
「「
ソ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
を
も
た
な
い
呼
掛
詞
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
の
機
能
に
つ
い
て
は
、「
指
示
」
に
準
じ
る
も
の
と
す

る
」。
感
動
詞
「
お
ら
」
と
「
ソ
」
系
指
示
詞
と
の
関
係
の
有
無
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
お
ら
」
に
（「
指
示
」
に
準

じ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
）「
指
示
」
機
能
そ
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
、
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、「
お
ら
」
が
、「
そ
ら
」「
そ
れ
」「
ほ
ら
」「
ほ
れ
」
と
「
は
い
」「
へ
い
」「
ほ
い
」
と
の
い
ず
れ
に
近
い
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
語
形
か

ら
前
者
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、「
お
ら
」
に
「
言
語
場
構
成
＋
指
示
」
機
能
を
認
め
て
お
き
た
い
。
ま

た
、
後
述
す
る
諸
機
能
の
認
定
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
。

⒂
（
１１
ａ
・
ｂ
）
の
「
お
ら
」
は
Ｂ
類
の
掛
声
で
あ
る
が
、
掛
声
に
は
、
Ｂ
類
の
他
に
Ａ
Ⅰ
類
・
Ａ
Ⅱ
類
が
あ
る
。「
お
ら
」
は
、「
動
作
の
内
容

の
表
示
」
を
行
な
い
得
な
い
た
め
Ａ
Ⅱ
類
と
し
て
使
用
さ
れ
ず
、
あ
る
と
す
れ
ば
Ａ
Ⅰ
類
と
し
て
の
使
用
で
あ
る
が
、
拙
稿
（
二
〇
一
七
）
が

Ａ
Ⅰ
類
の
例
と
し
て
挙
げ
る
用
例

・（
穴
の
中
に
落
ち
た
車
を
数
人
で
押
し
上
げ
る
際
に
）
さ
あ
、
こ
っ
ち
か
ら
押
す
ん
だ
ぞ
。
一
チ
、
二
イ
、
三
ン
。
そ
ら
、
よ
い
し
ょ

（『
探
』）

の
「
そ
ら
」
を
「
お
ら
」
に
改
変
し
た
用
例

・（
穴
の
中
に
落
ち
た
車
を
数
人
で
押
し
上
げ
る
際
に
）
さ
あ
、
こ
っ
ち
か
ら
押
す
ん
だ
ぞ
。
一
チ
、
二
イ
、
三
ン
。
お
ら
、
よ
い
し
ょ

（＝

右
例
を
改
変
）

が
可
能
な
発
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
お
ら
」
の
Ａ
Ⅰ
類
と
し
て
の
使
用
も
認
め
ら
れ
る
。

⒃

拙
稿
（
二
〇
一
五
）
は
、
名
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
、「
先
生
」「
陛
下
」
と
い
っ
た
「
敬
称
」
が
「〈
呼
掛
対
象
〉
を
〈
呼
掛
主
体
〉
か
ら

み
た
待
遇
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定
す
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
や
、「
御
〜
」「
〜
様
」「
〜
君
」「
〜
上
」「
〜
ど
も
」「
〜
た
ち
」「
〜
ら
」「
〜
が

た
」
と
い
う
接
辞
が
「
待
遇
的
関
係
規
定
の
〈
個
性
〉
化
形
式
」
と
し
て
呼
掛
と
関
わ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
。
ま
た
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）

は
、
呼
掛
詞
に
よ
る
呼
掛
に
つ
い
て
、
原
理
的
に
み
て
、
上
下
・
親
疎
・
公
私
と
い
っ
た
話
し
手
・
聞
き
手
間
の
待
遇
の
分
化
や
年
齢
・
性
別

と
い
っ
た
「
人
」
が
も
つ
属
性
の
分
化
か
ら
個
々
の
呼
掛
詞
が
も
つ
独
自
の
用
法
が
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
一
方
で
、
掛
声
は
、
基
本
的
に

「
タ
イ
ミ
ン
グ
調
整
」
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
く
、
話
し
手
・
聞
き
手
間
の
待
遇
は
さ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
。

⒄

し
た
が
っ
て
、「
行
動
制
御
」
と
し
て
の
感
動
詞
「
お
ら
」「
こ
ら
」「
こ
れ
」
に
つ
い
て
、「
こ
ら
」「
こ
れ
」
に
は
「
行
動
制
御
＋
叱
責
」
機

感
動
詞
「
お
ら
」
の
機
能
に
つ
い
て

一
四
五



能
お
よ
び
「
行
動
制
御
＋
示
威
」
機
能
が
認
め
ら
れ
、「
お
ら
」
に
は
「
行
動
制
御
＋
威
嚇
」
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

⒅

感
動
詞
「
お
ら
」
を
用
い
た
発
話
は
、「
人
」
が
「
人
」
に
対
し
て
行
な
う
も
の
で
あ
る
が
、「
人
」
と
「
人
」
と
が
話
し
手
・
聞
き
手
と
し
て

対
峙
す
る
と
き
│
│
す
な
わ
ち
、
言
語
場
が
成
立
す
る
と
き
│
│
、
そ
こ
に
は
、
上
下
・
親
疎
・
公
私
と
い
っ
た
待
遇
の
分
化
や
、「
人
」
が

も
つ
年
齢
・
性
別
と
い
っ
た
属
性
の
分
化
が
発
生
す
る
。「
お
ら
」
の
「
使
用
者
と
し
て
男
性
が
想
定
さ
れ
や
す
い
」
の
は
、
原
理
的
に
、
か

か
る
属
性
の
分
化
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
個
々
の
呼
掛
詞
お
よ
び
応
答
詞
が
も
つ
、
上
下
や
性
別
な
ど
に
関
す
る
独
自
の
用
法
に

つ
い
て
も
、
か
か
る
待
遇
・
属
性
の
分
化
か
ら
生
じ
る
も
の
と
し
て
同
様
に
説
明
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
二
〇
一
六
）
お
よ
び

拙
稿
（
二
〇
一
八
）
を
参
照
）。

⒆

感
動
詞
「
お
ら
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
そ
の
語
形
お
よ
び
機
能
を
近
し
く
す
る
「
こ
ら
」「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
が
、

文
献
の
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
現
時
点
で
は
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今
後
、
必
要
な
調
査
を
行
な
っ
た
う
え
で
分
析
を
進
め
る
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
感
動
詞
「
こ
ら
」「
そ
ら
」「
ほ
ら
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
語
形
・
機
能
の
両
面
で
対
応
す
る
感
動
詞
「
こ
れ
」「
そ
れ
」「
ほ
れ
」

が
存
在
す
る
一
方
で
、
感
動
詞
「
お
ら
」
に
つ
い
て
は
、
対
応
者
と
し
て
予
測
さ
れ
る
感
動
詞
「
お
れ
」
が
（
少
な
く
と
も
現
代
共
通
日
本
語

に
お
い
て
は
）
存
在
し
な
い
、
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
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