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「
山
を
高
み
」
は
「
山
が
高
い
の
で
」
か

江

部

忠

行

一

背
景

ミ
語
法
の
う
ち
、「
…
を
…
み
」
の
形
は
原
因
や
理
由
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
。

以
下
、
こ
れ
を
ヲ
型
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
小
学
館
の『
日
本
国
語
大
辞
典（
第

二
版
）』（
二
〇
〇
一
）
は
「
み
」
の
項
目
に
次
の
二
つ
の
意
味
を
あ
げ
る
。

①

あ
と
に
「
思
う
」「
す
る
」
な
ど
の
動
詞
が
続
き
、
感
情
の
内
容
を
表
現
す

る
。

②

「
名
詞
＋
を
…
み
」「
名
詞
…
み
」
の
形
で
）
原
因
・
理
由
を
表
わ
し
て
連

用
修
飾
語
と
な
る
。
…
が
…
な
の
で
。
…
が
…
だ
か
ら
。

ヲ
型
の
例
を
あ
げ
る
。

一
｜
一

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
（
乎
無
美
）
葦
辺
を
さ
し
て
鶴

鳴
き
渡
る

万
〇
六
｜
〇
九
一
九

一
｜
二

梯
立
の

倉
椅
山
を

嶮
し
み
（
袁
佐
賀
志
美
）
と

岩
懸
き
か
ね

て

我
が
手
取
ら
す
も

古
事
記
歌
謡
六
九

一
｜
三

采
女
の
袖
吹
き
か
へ
す
明
日
香
風
都
を
遠
み
（
乎
遠
見
）
い
た
づ
ら

に
吹
く

万
〇
一
｜
〇
〇
五
一

潮
が
満
ち
て
き
て
い
る
、
潟
が
な
い
、
鶴
が
移
動
す
る
。
山
が
険
し
い
と
言

う
、
岩
を
掴
め
な
い
、
私
の
手
を
取
る
。
采
女
の
袖
を
吹
き
返
す
（
註
一
）
飛

鳥
の
風
、
都
が
遠
い
、
無
駄
に
吹
い
て
い
る
。
そ
こ
に
因
果
関
係
が
あ
る
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
上
代
人
は
こ
れ
ほ
ど
単
純
な
因
果
関
係
を
説
明
す
る
た
め

に
ミ
語
法
と
い
う
特
別
の
語
法
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
語
で
も
原
因
や

理
由
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
る
の
は
聞
き
手
が
容
易
に
因
果
関
係
を
推
測
で
き
な
い

場
合
に
限
ら
れ
る
。

一
方
、
原
因
・
理
由
を
表
わ
さ
な
い
と
さ
れ
る
ミ
語
法
が
あ
る
。「
を
」
が
な

い
も
の
や
「
思
ふ
」「
す
」
が
下
接
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
非
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ヲ
型
と
す
る
。
で
は
、
な
ぜ
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
を
」

の
有
無
で
理
由
を
表
わ
す
場
合
、
表
わ
さ
な
い
場
合
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
三

省
堂
の
『
時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』（
一
九
六
七
）
に
も
「
〜
ヲ
〜
ミ
の

形
は
後
続
文
の
内
容
に
対
し
て
原
因
・
理
由
を
表
す
場
合
が
多
い
」
と
あ
る
。

ミ
語
法
の
「
み
」
は
動
詞
連
用
形
、
形
容
詞
語
尾
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、

動
詞
連
用
形
と
考
え
る
説
に
従
う
な
ら
ば
、
因
果
関
係
を
表
わ
す
と
さ
れ
る
の

は
見
か
け
上
の
現
象
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
次
の
例
文
の
動
詞
連
用
形
は
因

果
関
係
を
表
わ
す
だ
ろ
う
か
。

一
｜
四

教
室
の
窓
を
割
り
、
先
生
に
叱
ら
れ
た
。

一
｜
五

先
生
に
叱
ら
れ
、
教
室
の
窓
を
割
っ
た
。

右
の
二
例
は
因
果
関
係
が
示
唆
さ
れ
う
る
が
、次
の
二
例
は
示
唆
さ
れ
な
い
。

一
｜
六

山
へ
行
き
、
柴
を
刈
っ
た
。

一
｜
七

鰻
を
食
べ
、
ビ
ー
ル
を
飲
ん
だ
。

ミ
語
法
の
「
み
」
が
動
詞
連
用
形
で
あ
れ
ば
、
因
果
関
係
は
構
文
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
継
起
的
に
発
生
す
る
事
象
の
意
味
の
関
連
性
が
示
唆
す
る
だ
け
で

あ
る
。

ミ
語
法
が
因
果
関
係
を
表
わ
す
も
の
で
な
い
と
す
る
指
摘
は
既
に
あ
る
。
村

島
祥
子
（
二
〇
〇
二
）
は
ヲ
型
だ
け
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ミ
語
法
を
「
あ

る
動
作
を
と
る
主
体
に
形
式
的
に
指
示
の
他
動
作
を
と
ら
せ
て
、
そ
の
時
そ
の

人
（
物
）
に
限
っ
た
対
象
の
状
態
を
表
わ
す
語
法
で
あ
る
」
と
し
、
そ
の
意
味

を
「
現
代
語
と
し
て
は
『
主
体
に
は
、
Ａ
が
Ｂ
く
て
、
動
作
。』
の
構
文
が
意
味

の
上
で
最
も
近
く
、
実
際
多
く
の
『
｜
ヲ
｜
ミ
』
語
法
を
こ
の
構
文
で
統
一
的

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
す
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
一
｜
一
の
意
味
は

「（
鶴
に
は
）
潟
が
な
く
て
﹇
葦
辺
を
さ
し
て
鶴
鳴
き
渡
る
﹈」
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、「
形
式
的
に
指
示
の
他
動
作
を
と
ら
せ
（
る
こ
と
）」
が
自
然
言
語

の
中
に
発
生
す
る
だ
ろ
う
か
。「
も
の
」
や
「
こ
と
」
や
「
言
う
の
を
聞
く
」
な

ど
の
「
の
」
を
形
式
名
詞
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
が
、
本
来
は
固
有
の
意
味
が
あ

り
、
そ
の
意
味
が
弱
ま
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ミ
語
法

の
「
み
」
に
も
何
ら
か
の
意
味
が
上
代
や
上
代
以
前
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

ミ
語
法
の
「
み
」
に
「
見
」
の
字
が
当
て
ら
れ
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
蔦

清
行
（
二
〇
〇
四
）
は
「
み
」
の
語
源
を
「
見
る
」
に
求
め
、「
例
え
ば
『
山
高

み
』（
無
助
詞
の
ミ
語
法
）
に
お
い
て
、
ミ
の
内
容
は
、『
山
高
（
し
）』
と
言
え

る
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
…
（
中
略
）
…
。
一
方
、『
山
を
高
み
』（
ヲ
の

ミ
語
法
）
の
場
合
は
、
判
断
の
対
象
を
『
山
を
』
と
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

判
断
を
『
高
』
表
現
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、「
み
」
は
「
見
る
」
由

来
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
山
を
高
み
」
は
「
山
を
高
し
と
見
」
と
い
う
主
格
の
判

断
を
表
わ
す
と
す
る
仮
説
で
あ
る
。

因
果
関
係
が
ミ
語
法
の
本
質
で
な
い
と
す
る
点
で
本
稿
は
両
説
に
近
い
が
、

ミ
語
法
の
成
立
と
意
味
に
つ
い
て
は
全
く
異
な
る
仮
説
か
ら
出
発
す
る
。

ミ
語
法
に
関
す
る
最
近
の
考
察
は
他
に
松
浦
清
美（
二
〇
〇
〇
）、
大
秦
一
浩

（
二
〇
〇
一
）、
竹
内
史
郎
（
二
〇
〇
四
）、
青
木
博
史
（
二
〇
〇
四
）、
蔦
清
行

（
二
〇
〇
六
）、
竹
内
史
郎
（
二
〇
〇
八
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
考
察
は

山
口
佳
紀
（
一
九
八
四
）
と
そ
の
引
用
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
江
戸
時
代
か

ら
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
林
四
郎
（
一
九
四
七
）
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。
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な
お
、
本
稿
は
「
仮
説
と
検
証
」
と
い
う
方
法
を
用
い
る
。
こ
の
方
法
は
自

然
科
学
で
は
一
般
的
だ
が
、
国
語
学
で
は
殆
ど
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
、
こ
こ
で
簡
単
な
説
明
を
行
な
う
。

現
代
に
上
代
語
の
母
語
話
者
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
語
の
未
知
の
語
の

意
味
の
推
定
に
は
仮
説
的
推
論
が
用
い
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
上
代
語
の
「
今

は
漕
ぎ
出
で
な
」
の
「
な
」
の
意
味
を
推
定
す
る
と
き
、
文
脈
や
歌
が
詠
ま
れ

た
と
き
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、「
な
」の
意
味
を
話
し
手
の
希
望
、
決
意
、
話

し
手
か
ら
他
者
へ
の
勧
誘
、
命
令
な
ど
と
す
る
仮
説
を
立
て
る
。
次
に
、
そ
の

仮
説
を
他
の
「
な
」
の
用
例
に
適
応
し
て
、
そ
の
用
例
の
文
脈
や
状
況
に
適
合

す
る
か
ど
う
か
の
検
証
を
行
な
い
、
適
合
し
な
い
仮
説
は
棄
却
さ
れ
る
。
こ
の

操
作
で
棄
却
さ
れ
な
か
っ
た
仮
説
が
そ
の
語
の
意
味
と
し
て
確
定
す
る
。

検
証
の
過
程
で
修
正
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
動
詞
の
主

格
の
人
称
や
発
話
の
相
手
の
人
称
な
ど
の
場
合
分
け
を
行
い
、
意
味
が
変
わ
る

と
す
る
よ
う
な
新
た
な
仮
説
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
仮
説
が

複
雑
化
す
れ
ば
そ
の
信
憑
性
が
低
下
す
る
。
広
い
範
囲
に
一
律
に
適
応
可
能
な

仮
説
が
新
た
に
登
場
す
れ
ば
、
そ
ち
ら
が
信
憑
性
で
優
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

言
う
信
憑
性
は
感
覚
的
な
判
断
で
あ
り
、
仮
説
が
棄
却
さ
れ
る
に
は
反
証
の
登

場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

仮
説
的
推
論
が
行
な
わ
れ
る
の
は
古
典
語
の
研
究
に
限
ら
れ
な
い
。
自
然
科

学
の
分
野
で
は
そ
の
誕
生
の
と
き
か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
以
前
の
自
然

現
象
の
説
明
は
神
学
的
な
原
理
か
ら
の
演
繹
で
あ
っ
た
。
不
確
か
な
前
提
か
ら

の
演
繹
を
脱
し
た
段
階
が
科
学
の
誕
生
の
と
き
と
言
え
る
。

仮
説
的
推
論
は
演
繹
的
推
論
の
逆
と
も
言
え
る
。「
甲
な
ら
ば
乙
」と
い
う
前

提
に
基
づ
き
、
前
件
の
甲
か
ら
後
件
の
乙
を
推
論
す
る
の
が
演
繹
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
こ
の
方
法
は
後
件
の
乙
を
満
た
す
十
分
条
件
と
な
る
前
件
の
甲

を
推
論
す
る
。
た
と
え
ば
、
熱
が
あ
る
と
い
う
症
状
を
後
件
と
し
て
風
邪
に
感

染
し
た
と
い
う
前
件
を
推
論
す
る
。
し
か
し
、
前
件
の
候
補
は
一
つ
と
限
ら
れ

な
い
。
他
の
病
気
の
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
に
付
き
当
然
現
わ
れ

る
症
状
を
調
べ
る
こ
と
で
検
証
が
繰
り
返
さ
れ
、
唯
一
棄
却
さ
れ
な
か
っ
た
仮

説
が
診
断
結
果
と
な
る
。
演
繹
は
前
提
が
正
し
い
限
り
推
論
が
正
し
い
こ
と
が

保
証
さ
れ
る
が
、
仮
説
的
推
論
は
正
し
さ
が
保
証
さ
れ
な
い
。
後
件
を
満
た
す

前
件
の
候
補
が
網
羅
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
方
法
が
導
く
結
論
は
正
し
い
。
し

か
し
、
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
風
邪
と
よ
く
似
た

症
状
で
あ
り
な
が
ら
、
全
く
違
う
原
因
で
起
こ
る
病
気
が
将
来
発
見
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
今
日
正
し
い
と
さ
れ
る
自
然
科
学
の
法
則
も
、
現
時
点
で
反
証

が
な
い
と
い
う
理
由
で
正
し
い
と
扱
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

以
下
、
第
二
節
に
仮
定
と
そ
の
仮
定
に
至
っ
た
背
景
を
述
べ
、
第
三
節
か
ら

第
五
節
に
仮
説
に
基
づ
く
機
械
的
で
一
律
な
現
代
語
訳
を
示
し
て
そ
の
検
証
を

行
な
う
。二

本
稿
の
仮
説

本
稿
は
次
の
仮
定
か
ら
な
る
仮
説
を
置
く
。
そ
の
後
に
万
葉
集
と
記
紀
歌
謡

の
用
例
か
ら
こ
の
仮
説
の
適
否
を
検
討
す
る
。

仮
定
一

「
み
」
は
上
接
す
る
語
が
示
す
状
態
へ
向
か
う
変
化
を
意
味
す
る
。

仮
定
二

ヲ
型
の
「
を
」
は
対
格
を
示
す
格
助
詞
で
あ
る
。

仮
定
三

「
み
」
は
自
他
両
用
の
動
詞
で
あ
る
。
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仮
定
四

他
動
詞
の
使
用
は
受
身
の
代
用
で
あ
り
、
目
的
は
語
り
の
視
点
の

統
一
で
あ
る
。

二
、
一

仮
定
一
に
つ
い
て

現
代
語
に
も
「
痛
む
」「
憎
む
」「
楽
し
む
」
な
ど
の
形
容
詞
語
幹
に
四
段
の

「
む
」
が
下
接
し
た
動
詞
が
あ
る
。
こ
の
「
む
」
の
意
味
は
、
そ
の
形
容
詞
が
表

わ
す
状
態
の
程
度
の
増
加
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
傷
む
」は

痛
さ
の
程
度
が
増
す
と
解
釈
で
き
る
。こ
れ
ら
は
ヲ
格
を
と
る
他
動
詞
で
あ
る
。

そ
こ
に
「
使
役
」
や
「
許
容
」
の
意
味
が
見
て
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
上
司
を

憎
む
」
は
上
司
を
し
て
そ
の
憎
さ
の
、「
遊
園
地
を
楽
し
む
」
は
遊
園
地
を
し
て

そ
の
楽
し
さ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
を
増
加
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
程
度
が
増

加
す
る
の
を
許
容
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

形
容
詞
を
名
詞
化
す
る
語
尾
に
「
さ
」
と
「
み
」
が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
現

代
語
の
興
味
深
い
研
究
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
伊
藤
た
か
ね
・
松
岡
洋
子
（
二
〇
〇
二
）
は

「
さ
」
が
下
接
し
た
名
詞
を
「
純
粋
な
抽
象
名
詞
と
し
て
、
状
態
・
程
度
・
性
質

を
あ
ら
わ
す
透
明
な
意
味
を
も
つ
」
と
し
、「
み
」
に
つ
い
て
は
「
具
体
的
な
も

の
な
ど
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
」
と
述
べ
、
次
の
例
を
挙
げ
る
。

場
所

高
み
、
深
み

感
知
さ
れ
る
実
体

か
ゆ
み
、
痛
み
、
臭
み
、
苦
み

形

丸
み

そ
の
上
で
、「
こ
の
よ
う
に
「
み
」
形
名
詞
の
意
味
は
、
基
体
形
容
詞
の
意
味

の
影
響
を
受
け
て
特
殊
な
意
味
を
も
ち
や
す
い
た
め
に
、予
測
が
む
ず
か
し
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味
の
特
殊
化
は
、
語
彙
化
さ
れ
、
レ
キ
シ
コ
ン
に
リ
ス
ト
さ
れ

る
語
形
成
の
特
徴
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
み
」
を
程
度
の
増
加
の
具
現
化
と
見
る
と
、
本
稿
で
述
べ

た
「
痛
む
」
な
ど
の
意
味
と
統
一
し
て
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
み
」
が
付

い
た
形
は
全
体
の
中
で
他
と
、
あ
る
い
は
時
間
経
過
の
中
で
以
前
と
比
較
し
て

形
容
詞
の
表
わ
す
意
味
の
程
度
が
増
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。地
形
の
中
で「
高

み
」
や
「
深
み
」
は
他
よ
り
高
さ
や
深
さ
が
増
加
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
時

間
の
経
過
に
伴
う
状
態
の
遷
移
の
中
で
「
痒
み
」
や
「
痛
み
」
は
痒
さ
や
痛
さ

が
増
加
し
て
い
る
状
態
、
あ
る
い
は
現
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。「
臭
み
」や

「
苦
み
」
は
臭
さ
や
苦
さ
が
食
材
の
中
で
増
加
あ
る
い
は
出
現
し
て
い
る
個
体

（
食
材
を
集
合
的
に
見
た
場
合
）
ま
た
は
部
位
（
一
つ
の
食
材
を
見
た
場
合
）
で

あ
る
。
形
状
の
「
丸
み
」
は
丸
さ
が
、
他
の
個
体
と
比
較
し
て
あ
る
い
は
そ
の

個
体
の
中
で
、
増
加
ま
た
は
出
現
し
て
い
る
個
体
あ
る
い
は
部
位
で
あ
る
。

本
稿
は
「
痛
む
」「
楽
し
む
」
な
ど
の
形
容
詞
を
動
詞
化
す
る
語
尾
の
「
む
」

や
形
容
詞
の
名
詞
化
語
尾
の
「
み
」
を
ミ
語
法
の
末
裔
と
見
る
。
ま
た
、「
広
め

る
」「
高
ま
る
」
な
ど
の
「
め
る
」「
ま
る
」
も
同
様
と
考
え
る
。

時
代
を
遡
る
と
、
中
古
に
は「
赤
む
」「
白
む
」「
と
よ
む
」「
休
む
」「
和
む
」

「
静
む
」な
ど
の
四
段
活
用
の
自
動
詞
が
見
ら
れ
る
。
対
応
す
る
下
二
段
活
用
の

他
動
詞
は
一
部
が
上
代
の
文
献
に
も
観
察
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、

上
接
す
る
形
容
詞
語
幹
が
表
わ
す
性
質
へ
向
か
う
変
化
、
あ
る
い
は
そ
の
程
度

が
増
す
変
化
を
意
味
す
る
。

形
容
詞
か
ら
派
生
し
た
動
詞
の
う
ち
、
上
代
に
現
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

中
古
の
も
の
と
別
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
山
口
佳
紀
（
一
九
八
四
）
は
上
代
の
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マ
行
四
段
動
詞
と
し
て「
い
ぶ
せ
む
」「
う
べ
な
む
」「
う
む
」「
か
し
こ
む
」「
に

く
む
」「
め
ぐ
む
」「
を
し
む
」
を
あ
げ
る
が
、
そ
の
意
味
を
「
…
と
思
う
」「
…

が
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
マ
行
下
二
段
動
詞
の
「
か
た
む
」「
き
よ
む
」「
ひ
ろ

む
」「
ふ
か
む
」「
や
す
む
」
の
意
味
を
上
接
す
る
形
容
詞
語
幹
が
表
わ
す
性
質

へ
向
か
う
変
化
と
す
る
。
形
容
詞
を
同
論
文
は
四
分
類
し
て
、
性
状
形
容
詞（
赤

し
、
高
し
）、
評
価
形
容
詞
（
怪
し
、
正
し
）、
感
覚
形
容
詞
（
痛
し
、
熱
し
）、

感
情
形
容
詞
（
悲
し
、
嬉
し
）
と
す
る
。
分
類
の
基
準
は
、
把
握
対
象
が
前
二

者
で
は
外
的
状
態
、
後
二
者
で
は
内
的
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
把

握
態
度
が
客
観
的
か
主
観
的
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
性
状
形
容
詞
（
外
的
状

態
を
客
観
的
に
把
握
す
る
も
の
）
の
み
が
変
化
を
表
わ
し
、
他
の
三
種
類
（
対

象
が
内
的
ま
た
は
態
度
が
主
観
的
）
は
「
…
思
う
」「
…
が
る
」
で
あ
る
と
す
る
。

形
容
詞
を
意
味
の
上
か
ら
分
類
す
る
試
み
は
、
ミ
語
法
に
関
連
す
る
も
の
に
限

定
し
て
も
、
村
島
祥
子
（
二
〇
〇
二
）、
竹
内
史
朗
（
二
〇
〇
四
）、
青
木
博
史

（
二
〇
〇
四
）、
蔦
清
行
（
二
〇
〇
六
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、「
山
が
高
い
」
こ
と
は
客
観
的
で
、「
遊
園
地
が
楽
し
い
」
こ
と
は

主
観
的
だ
ろ
う
か
。
高
い
こ
と
が
そ
の
山
の
属
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
楽
し
い
こ

と
も
属
性
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
遊
園
地
が
楽
し
い
こ
と
が
話
し
手
の
主
観
的
判

断
で
あ
れ
ば
、
山
が
高
い
こ
と
も
主
観
的
判
断
で
あ
る
。
同
じ
山
を
別
な
話
し

手
は
低
い
と
判
断
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
遊
園
地
を
誰
も
が
楽
し
い
と

判
断
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

形
容
詞
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
マ
行
四
段
動
詞
は
、
上
代
の
も
の
を

も
含
め
て
、
そ
の
形
容
詞
が
示
す
状
態
へ
向
か
う
変
化
を
意
味
す
る
と
本
稿
は

仮
定
す
る
。

英
語
の
形
容
詞
に
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
あ
る
い
は
接
尾
語-en

を
付
加
し

た
上
で
状
態
の
変
化
を
表
わ
す
動
詞
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
レ
ビ
ン
と
ホ
バ
ブ

（
一
九
六
六
）が
大
量
に
あ
げ
る
例
か
ら
い
く
つ
か
を
示
せ
ば
、na

rro
w

、pa
le

、

b
ro
a
d
en

、d
eep

en

な
ど
で
あ
る
。
レ
ビ
ン
と
ホ
バ
ブ
は
こ
の
よ
う
な
脱
形
容

詞
的
（d

ea
d
jectiv

a
l

）
な
自
他
両
用
動
詞
が
英
語
に
多
い
こ
と
を
例
に
あ
げ
、

そ
の
よ
う
な
形
容
詞
は
局
面
階
層
（sta

g
e-lev

el

）の
述
語
、
つ
ま
り
、
あ
る
個

体
の
一
時
的
な
状
態
を
表
わ
す
述
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
外
部
使
役
（ex

tern
a
l

 
ca
u
sa
tio
n

）
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
他
動
詞
化
さ
れ
や
す
い
と
説
明
し

て
い
る（
註
二
）。
英
語
で
起
こ
る
現
象
が
日
本
語
で
も
必
ず
起
こ
る
と
は
言
え

な
い
が
、
起
こ
り
う
る
と
は
言
え
る
。
局
面
階
層
の
形
容
詞
が
動
詞
化
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
一
番
単
純
な
意
味
は
上
接
す
る
形
容
詞
語
幹
が
表
わ
す
性
質
へ
向

か
う
変
化
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
、
二

仮
定
二
に
つ
い
て

近
藤
泰
弘
（
一
九
八
〇
）
の
考
察
に
従
い
、
ヲ
型
の
「
を
」
を
間
投
助
詞
と

見
る
説
は
除
外
し
た
い
。
仮
定
二
に
異
論
は
少
な
い
と
思
う
。
前
節
で
述
べ
た

村
島
（
二
〇
〇
二
）
や
蔦
（
二
〇
〇
四
）
も
ヲ
型
の
「
を
」
を
対
格
の
指
標
と

見
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
を
」
が
自
動
詞
の
主
格
と
他
動
詞
の
対
格
を
表
わ
す
と
す

る
説
が
あ
る
。
ボ
ビ
ン
（
一
九
九
七
）
は
上
代
語
に
分
裂
能
格
性
（sp

lit
 
er-

g
a
tiv
ity

）
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
。

能
格
性
は
格
の
用
法
か
ら
見
た
言
語
の
特
性
の
分
類
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ

の
性
質
は
仮
定
四
の
理
由
の
説
明
に
も
使
用
す
る
の
で
や
や
詳
し
く
説
明
す

る
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
九
九
四
）
の
用
語
を
用
い
て
、
他
動
詞
の
主
語
を
Ａ
、

他
動
詞
の
目
的
語
を
Ｏ
、
自
動
詞
や
述
語
形
容
詞
の
唯
一
の
項
を
Ｓ
と
す
る
。
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現
代
日
本
語
は
Ａ
に
ガ
格
を
、
Ｏ
に
ヲ
格
を
、
Ｓ
に
ガ
格
を
用
い
る
。
ガ
格
が

主
格
で
あ
り
、
ヲ
格
が
対
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
の
性
質
を
対
格
性
と

言
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ａ
に
能
格
（erg

a
tiv
e

）
を
用
い
、
Ｏ
と
Ｓ
に
絶
対
格

（a
b
so
lu
tiv
e

）
を
用
い
る
言
語
の
性
質
を
能
格
性
と
言
う
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一

九
九
四
）に
よ
る
と
、
ど
の
言
語
に
も
他
方
の
性
質
が
多
少
と
も
あ
る
と
言
う
。

両
者
の
性
質
が
一
つ
の
言
語
で
規
則
的
に
使
い
分
け
ら
れ
る
場
合
を
分
裂
能
格

性
と
言
う
。
具
体
的
に
は
、
Ｓ
に
用
い
る
格
が
対
格
性
言
語
の
よ
う
に
Ａ
あ
る

い
は
能
格
性
言
語
の
よ
う
に
Ｏ
と
分
裂
（sp

lit-S

）す
る
。
分
裂
は
Ｓ
の
名
詞
句

階
層
（
註
三
）
や
自
動
詞
が
使
わ
れ
る
の
が
主
節
か
従
属
節
か
、
時
制
、
相
性

（a
sp
ect

）
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、
特
に
自
動
詞
の
表
わ
す
行
為
が
能
動
的
な
時

に
Ａ
、
受
動
的
な
時
に
Ｏ
と
分
裂
す
る
場
合
を
活
格
性
（a
ctiv

ity

）
と
呼
ぶ
こ

と
が
あ
る
。
ボ
ビ
ン
（
一
九
九
七
）
の
言
う
分
裂
能
格
性
は
こ
の
活
格
性
で
あ

る
。
さ
ら
に
同
じ
行
為
が
意
志
的
に
行
な
わ
れ
た
か
、
無
意
志
的
に
行
な
わ
れ

た
か
で
起
こ
る
Ｓ
の
分
裂
を
流
動
（flu

id
-S

）
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
「
転
ぶ
」
行

為
が
意
志
的
に
行
な
わ
れ
た
場
合
は
Ａ
を
、
無
意
志
的
に
行
な
わ
れ
た
場
合
は

Ｏ
を
用
い
る
。

ボ
ビ
ン
（
一
九
九
七
）
は
上
代
語
で
は
「
い
」
が
能
格
で
あ
り
、「
を
」
が
絶

対
格
で
あ
る
と
し
た
。
た
だ
し
、
用
例
の
殆
ど
が
ミ
語
法
で
あ
り
、
そ
の
他
は

「
…
を
あ
り
と
聞
く
」の
よ
う
な
現
代
日
本
語
に
も
あ
る
現
象
で
あ
る
。
特
に
稿

者
が
重
視
し
た
い
の
は
、
有
標
の
絶
対
格
が
世
界
の
ど
の
言
語
に
も
確
認
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
九
九
四
）
が
指
摘
す
る
事
実
で
あ
る
。
同

書
は
印
欧
祖
語
が
能
格
性
言
語
だ
っ
た
と
す
る
仮
説
を
そ
の
理
由
か
ら
否
定
し

て
い
る
（
註
四
）。

二
、
三

仮
定
三
と
仮
定
四
に
つ
い
て

ミ
語
法
の
「
を
」
が
対
格
を
表
わ
す
格
助
詞
で
あ
れ
ば
、「
み
」
は
他
動
詞
あ

る
い
は
自
他
両
用
動
詞
で
あ
る
。
現
代
日
本
語
で
自
他
両
用
の
も
の
は
「
ひ
ら

く
」「
と
じ
る
」「
ま
す
（
増
）」
な
ど
少
数
に
限
ら
れ
る
。
し
か
し
、
漢
語
を
語

幹
と
す
る
サ
変
動
詞
の
場
合
は
別
で
あ
る
。
小
林
英
樹
（
二
〇
〇
四
）
は
「
現

行
の
一
般
国
語
辞
典
に
お
い
て
サ
変
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
集

録
し
た
」
と
あ
る
北
條
正
子
（
一
九
七
三
）
か
ら
三
四
六
語
の
自
他
両
用
の
二

字
漢
語
動
詞
を
採
取
し
て
い
る
。
和
語
に
自
他
両
用
動
詞
が
少
な
い
理
由
は
、

四
段
活
用
対
下
二
段
活
用
、
ラ
行
四
段
活
用
対
サ
行
四
段
活
用
と
い
う
明
示
的

な
自
他
の
区
別
が
発
達
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
付
く
」
と
「
付
け
る
」、

「
抜
け
る
」
と
「
抜
く
」、「
成
る
」
と
「
為
す
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
区

別
が
な
か
っ
た
時
代
の
日
本
語
の
動
詞
は
、
現
代
語
の
漢
語
動
詞
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
自
他
の
区
別
に
寛
容
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

「
山
を
高
み
」
は
「
山
を
高
め
」
で
あ
る
と
述
べ
る
と
二
つ
の
反
論
が
予
想
さ

れ
る
。
一
つ
は
「
山
の
高
さ
が
変
わ
る
か
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
服
が
小
さ
く

な
っ
た
」と
い
う
表
現
は
現
代
語
で
も
な
さ
れ
る
。
服
が
縮
ん
だ
の
で
は
な
い
。

子
ど
も
が
成
長
し
た
か
、
大
人
が
肥
満
し
た
か
で
あ
る
。
山
の
絶
対
的
な
高
さ

は
変
わ
ら
な
い
が
、
見
掛
け
の
高
さ
は
変
化
す
る
。
山
に
近
付
け
ば
高
く
見
え
、

離
れ
れ
ば
低
く
見
え
る
。
場
所
に
応
じ
た
変
化
で
あ
る
。
現
代
語
の「
高
め
る
」

の
「
め
る
」
や
「
高
ま
る
」
や
「
ま
る
」
は
時
間
的
な
変
化
し
か
表
わ
さ
な
い

が
、
ミ
語
法
の
「
み
」
は
時
間
的
な
変
化
だ
け
で
な
く
、
距
離
の
違
い
や
対
象

の
違
い
に
よ
る
変
化
を
も
表
わ
し
た
と
考
え
る
。
二
、
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

現
代
語
の
山
の
「
高
み
」
や
海
の
「
深
み
」
の
「
み
」
が
そ
う
で
あ
る
。

服
が
小
さ
く
な
る
変
化
は
、
洗
濯
後
で
あ
れ
ば
「
服
が
縮
ん
だ
」
と
言
う
。
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「
小
さ
く
な
っ
た
」の
よ
う
な
形
容
詞
主
体
の
表
現
は
二
つ
の
時
点
で
形
容
詞
が

表
わ
す
状
態
の
変
化
に
注
目
し
、「
縮
ん
だ
」の
よ
う
な
動
詞
主
体
の
表
現
は
動

詞
が
表
わ
す
連
続
的
な
過
程
に
注
目
す
る
。
ミ
語
法
の
表
わ
す
変
化
は
連
続
的

な
も
の
で
は
な
く
、
他
の
あ
る
時
点
や
あ
る
場
所
、
あ
る
個
体
と
の
比
較
に
よ

る
変
化
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
反
論
は
「
そ
れ
は
高
ま
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
高
め
た
の
で
は
な

い
」
で
あ
ろ
う
。
次
の
動
作
は
他
動
詞
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
意
志
的
な
も
の
だ

ろ
う
か
。

二
｜
一

…
立
ち
躍
り
足
す
り
叫
び
伏
し
仰
ぎ
胸
打
ち
嘆
き
手
に
持
て
る
我
が

子
飛
ば
し
つ
…

万
〇
五
｜
〇
九
〇
四

二
｜
二

時
は
し
も
い
つ
も
あ
ら
む
を
心
痛
く
い
行
く
我
妹
か
み
ど
り
子
を
置

き
て

万
〇
三
｜
〇
四
六
七

こ
の
よ
う
な
現
象
を
柳
田
征
司
（
一
九
九
四
）
は
「
意
志
動
詞
の
無
意
志
的

用
法
」
と
呼
び
、
二
｜
一
を
不
注
意
事
態
表
現
、
二
｜
二
を
不
可
避
事
態
表
現

に
分
類
し
た
。
山
上
憶
良
が
子
供
を
落
と
し
た
の
は
不
注
意
で
あ
る
が
、
大
伴

家
持
の
亡
妻
が
子
供
を
残
し
た
の
は
意
志
で
も
不
注
意
で
も
な
い
。

現
代
語
の
例
を
あ
げ
る
。
意
志
的
動
作
、
不
注
意
動
作
、
不
可
避
的
動
作
の

そ
れ
ぞ
れ
に
使
わ
れ
る
動
詞
に
「
な
く
す
」
が
あ
る
。

二
｜
三

作
業
の
無
駄
を
な
く
し
、
社
内
で
表
彰
さ
れ
た
。

二
｜
四

切
符
を
な
く
し
、
予
定
の
列
車
に
乗
れ
な
か
っ
た
。

二
｜
五

両
親
を
な
く
し
、
祖
父
母
に
育
て
ら
れ
た
。

二
｜
三
は
何
ら
か
の
意
志
的
な
行
為
を
行
な
い
、
無
駄
が
な
い
状
態
を
発
生

さ
せ
た
。
二
｜
四
は
す
べ
き
行
為
を
行
な
わ
な
か
っ
た
た
め
に
、
切
符
が
な
い

状
態
が
発
生
し
た
。
二
｜
五
は
意
志
的
な
行
為
を
行
な
っ
た
の
で
も
、
す
べ
き

行
為
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
で
も
な
い
が
、
両
親
が
な
い
状
態
が
発
生
し
た
。

こ
れ
ら
の
例
文
の
「
を
な
く
し
」
を
「
が
な
い
の
で
」
と
入
れ
替
え
て
も
意
味

が
通
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
も
し
も
、「
な
く
し
」の
意
味
が
後
世
に
忘
れ

ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
代
の
研
究
者
は
こ
れ
を
因
果
関
係
を
表
わ
す
表
現

と
見
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
｜
五
の
「
両
親
を
な
く
し
」
は
「
両
親
が
な
く
な
り
」
と
し
て
も
全
く
同

じ
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
例
も
主
格
は
無
意
志
で
あ
る
。「
影
響
」「
被
害
」

「
面
目
」は
構
文
的
に
は
他
動
詞
の
対
格
で
あ
る
が
、意
味
的
に
は
主
格
で
あ
る
。

二
｜
六

影
響
を
受
け
た
。

二
｜
七

被
害
を
蒙
っ
た
。

二
｜
八

面
目
を
失
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
他
動
詞
を
受
身
の
よ
う
に
使
う
の
か
。
次
の
文
を
考
察
す
る
。

二
｜
九

太
郎
（
Ｓ
）
が
行
き
、
太
郎
（
Ａ
）
が
鬼
（
Ｏ
）
を
退
治
し
た
。

二
｜
一
〇

太
郎
（
Ｓ
）
が
行
き
、
鬼
（
Ｏ
）
を
退
治
し
た
。

二
｜
一
一

太
郎
（
Ｓ
）
が
行
き
、
鬼
（
Ａ
）
が
太
郎
（
Ｏ
）
を
退
治
し
た
。

二
｜
一
二

太
郎
（
Ｓ
）
が
行
き
、
鬼
（
Ａ
）
が
退
治
し
た
。

二
｜
一
三

太
郎
（
Ｓ
）
が
行
き
、
鬼
に
退
治
さ
れ
た
。

― ―51



現
代
日
本
語
で
二
｜
九
は
し
つ
こ
く
響
く
。
通
常
は
二
｜
九
を
二
｜
一
〇
と

表
現
す
る
が
、
二
｜
一
一
を
二
｜
一
二
と
言
い
替
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二

｜
九
が
言
え
て
、
二
｜
一
二
が
言
え
な
い
の
は
現
代
日
本
語
が
対
格
性
言
語
だ

か
ら
で
あ
る
。
Ｓ
と
Ａ
に
主
格
で
あ
る
ガ
格
を
使
う
。
そ
の
た
め
に
省
略
が
可

能
と
な
る
。
一
方
、
能
格
性
言
語
は
二
｜
一
〇
の
よ
う
な
省
略
が
で
き
な
い
。

Ｓ
に
絶
対
格
を
、
Ａ
に
能
格
を
使
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｓ
と
Ｏ
に
同
じ

絶
対
格
を
使
う
た
め
、
二
｜
一
二
の
表
現
は
可
能
で
自
然
で
あ
る
。
格
の
現
れ

方
は
表
面
的
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
違
い
は
対
格
性
言
語
が
出
来
事
を

主
語
の
立
場
で
語
り
、
能
格
性
言
語
が
目
的
語
の
立
場
で
語
る
点
に
あ
る
（
註

五
）。対
格
性
言
語
が
二
｜
一
一
の
表
現
か
ら
Ｏ
を
省
略
す
る
場
合
は
二
｜
一
三

の
受
身
の
形
を
使
っ
て
Ｏ
を
Ｓ
に
変
換
す
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
能
格
性
言

語
に
も
あ
り
、
二
｜
九
か
ら
Ａ
を
省
略
す
る
場
合
は
逆
受
身
を
使
っ
て
Ａ
を
Ｓ

に
変
換
す
る
。
両
言
語
に
受
身
や
逆
受
身
が
発
達
し
た
の
は
、
語
り
の
視
点
を

変
え
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

ヲ
型
の
「
み
」
が
他
動
詞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
と
本
稿
は
仮
定

す
る
が
、
そ
の
理
由
は
ミ
語
法
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
時
代
に
受
身
が
未

発
達
で
あ
り
、
そ
の
代
用
と
し
て
使
役
形
（
他
動
詞
）
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と

考
え
る
。「
放
任
」と
さ
れ
る
使
役
助
動
詞
の
用
法
は
受
身
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

中
世
の
軍
記
物
の
「
馬
を
射
さ
せ
て
」
の
表
現
は
「
強
が
り
」
で
な
く
、
受
身

の
代
替
表
現
で
あ
ろ
う
。
語
り
の
視
点
を
統
一
す
れ
ば
聞
き
手
が
理
解
し
や
す

い
。
文
脈
の
中
で
変
わ
る
の
は
ま
だ
し
も
、
文
の
中
で
視
点
が
変
化
し
て
は
状

況
の
把
握
の
妨
げ
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
方
法
の
一
つ
は
使
役
助
動
詞
や
他
動

詞
の
使
用
、
も
う
一
つ
は
自
発
助
動
詞
の
使
用
で
あ
ろ
う
。
両
者
が
勢
力
を
争

う
段
階
を
経
て
、
も
っ
ぱ
ら
後
者
が
用
い
ら
れ
る
近
世
や
現
代
の
受
身
表
現
が

成
立
し
た
も
の
と
推
察
す
る
。

こ
こ
で
、
ボ
ビ
ン
（
一
九
九
七
）
を
継
承
す
る
竹
内
（
二
〇
〇
八
）
が
あ
げ

る
例
文
を
考
察
す
る
。

二
｜
一
四

ま
す
ら
を
と
思
へ
る
我
を
（
吾
乎
）
か
く
ば
か
り
み
つ
れ
に
み
つ

れ
（
三
礼
二
見
津
礼
）
片
思
を
せ
む
（
片
念
男
責
）

万
〇
四
｜
〇
七
一
九

「
を
（
乎
）」
が
Ｏ
の
指
標
で
あ
れ
ば
、「
み
つ
れ
」
は
他
動
詞
で
あ
り
、
Ａ
は

詠
者
で
あ
る
。「
を
」
が
接
続
助
詞
で
あ
れ
ば
「
み
つ
れ
」
は
自
動
詞
で
あ
り
、

Ｓ
は
詠
者
で
あ
る
。「
せ
む
」の
Ａ
は
詠
者
で
あ
る
。
対
格
性
言
語
で
は
Ｓ
と
Ａ

が
同
一
の
格
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
語
り
の
視
点
は
動
か
な
い
。
も
し
も
、

能
格
性
言
語
で
あ
れ
ば
Ｓ
と
Ｏ
が
同
一
の
格
で
あ
る
か
ら
、
語
り
の
視
点
は

「
我
」
か
ら
「
片
思
」
に
移
動
す
る
。
し
か
も
、「
せ
む
」
の
Ａ
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
能
格
性
言
語
の
話
者
か
ら
見
た
二
｜
一
四
は
対
格
性
言
語
の
話

者
か
ら
見
た
二
｜
一
二
に
相
当
す
る
。
と
す
れ
ば
、
二
｜
一
四
は
上
代
語
の
対

格
性
を
示
唆
す
る
。

ヲ
型
を
使
用
す
る
目
的
が
語
り
の
視
点
の
統
一
で
あ
れ
ば
、
ミ
語
法
が
表
わ

す
状
態
の
変
化
と
主
格
の
動
作
が
継
起
す
る
場
面
で
使
わ
れ
る
。し
た
が
っ
て
、

そ
こ
に
因
果
性
が
現
わ
れ
や
す
い
。
一
方
、
非
ヲ
型
は
視
点
の
変
化
が
あ
る
た

め
、
両
者
の
関
連
性
が
弱
く
、
必
然
的
に
因
果
関
係
が
希
薄
に
な
る
。

次
節
で
用
例
の
検
討
を
行
な
う
が
、
語
り
の
視
点
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
口

語
訳
は
ヲ
型
を
「
…
を
（
無
意
志
的
に
）
…
の
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
」
ま
た

は「
…
に
…
の
状
態
に
な
ら
れ
て
」、
非
ヲ
型
は
自
動
詞
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に

限
り
「
…
が
…
の
状
態
に
な
っ
て
」
と
す
る
。
非
ヲ
型
の
「
み
」
に
は
他
動
詞
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と
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
が
あ
っ
た
。

ミ
語
法
が
表
現
す
る
変
化
が
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
機
械
的
に
口
語

訳
し
て
も
理
解
し
や
す
い
が
、
空
間
的
、
つ
ま
り
位
置
や
個
体
に
応
じ
た
変
化

の
場
合
、
現
代
語
に
対
応
す
る
表
現
が
な
い
。
し
か
し
、
直
訳
的
な
口
語
訳
が

難
し
い
こ
と
は
上
代
語
に
そ
の
よ
う
な
意
味
が
な
か
っ
た
根
拠
と
は
な
ら
な

い
。
現
代
語
の
形
容
詞
語
尾
の
「
み
」
に
お
い
て
、「
高
み
」
や
「
深
み
」
が
位

置
的
な
変
化
、「
温
か
み
」
や
「
旨
み
」
が
個
体
間
あ
る
い
は
種
別
間
の
変
化
を

意
味
す
る
こ
と
か
ら
も
、
上
代
語
の
ミ
語
法
が
そ
の
よ
う
な
変
化
を
も
包
含
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

三

ヲ
型
の
ミ
語
法
の
検
討

現
代
語
に
は
ミ
語
法
の
「
な
み
」
の
口
語
訳
に
最
適
な
「
な
く
す
」
と
い
う

動
詞
が
あ
る
。
ま
ず
、「
な
み
」を
含
む
ヲ
型
を
検
討
す
る
。
こ
の
場
合
は
機
械

的
に
「
を
な
み
」
を
「
を
な
く
し
て
」
と
置
き
換
え
て
口
語
訳
で
き
る
。

三
、
一

「
を
な
み
」
型
の
検
討

三
｜
一

若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
な
み
（
乎
無
美
）
葦
辺
を
さ
し
て
鶴

鳴
き
渡
る

万
〇
六
｜
〇
九
一
九

解
釈

若
の
浦
に
潮
が
満
ち
て
来
て
い
る
の
で
鶴
が
干
潟
を
な
く
し
て
葦
辺
を

目
指
し
て
鳴
き
渡
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
こ
の
歌
の
描
写
が
静
止
し
た
場
面
で
な
く
、「
潮

満
ち
来
れ
ば
」
と
あ
い
ま
っ
て
動
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

三
｜
二

ま
す
ら
を
の
心
は
な
し
に
手
弱
女
の
思
ひ
た
わ
み
て
た
も
と
ほ
り
我

れ
は
ぞ
恋
ふ
る
舟
楫
を
な
み
（
雄
名
三
）

万
〇
六
｜
〇
九
三
五

解
釈

益
荒
男
の
心
は
な
く
て
手
弱
女
の
よ
う
に
思
い
乱
れ
て
し
ま
い
真
っ
直

ぐ
に
進
め
な
い
状
態
で
私
は
恋
し
て
い
る
、
船
舵
を
な
く
し
て
。

益
荒
男
で
あ
っ
た
と
き
に
は
舵
が
あ
っ
た
か
ら
思
い
乱
れ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
今
は
そ
の
舵
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
過
去
と
現
在
を
比
較
し
た
変

化
を
詠
者
は
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
｜
三

玉
の
浦
の
沖
つ
白
玉
拾
へ
れ
ど
ま
た
ぞ
置
き
つ
る
見
る
人
を
な
み

（
乎
奈
美
）

万
一
五
｜
三
六
二
八

解
釈

妻
が
生
き
て
い
た
と
き
の
よ
う
に
）沖
の
白
玉
を
拾
っ
た
が
ま
た
置
い

た
、
見
る
人
（
妻
）
を
な
く
し
て
。

妻
の
死
か
ら
そ
う
日
が
経
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、「
な
い
」と
い
う
静
止
し

た
状
態
を
表
現
す
る
よ
り
「
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
変
化
を
詠
者
は
意
識
す
る

で
あ
ろ
う
。
詠
者
が
「
見
る
人
な
け
く
」
や
「
見
る
人
ぞ
な
き
」
で
は
な
く
ミ

語
法
を
用
い
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
る
。

三
｜
四

夕
霧
に
千
鳥
の
鳴
き
し
佐
保
路
を
ば
荒
し
や
し
て
む
見
る
よ
し
を
な

み
（
乎
奈
美
）

万
二
〇
｜
四
四
七
七

解
釈

﹇
夕
霧
に
千
鳥
の
鳴
き
し
﹈
佐
保
路
を
荒
ら
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
、

見
る
理
由
を
な
く
し
て
。

智
努
女
王
が
生
き
て
い
た
こ
ろ
は
訪
ね
る
た
め
に
佐
保
路
を
何
度
も
通
っ

た
。
し
か
し
、
今
と
な
っ
て
は
そ
の
理
由
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
す
れ

ば
、
自
分
が
通
わ
な
い
こ
と
で
結
果
と
し
て
佐
保
路
を
荒
ら
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
詠
者
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
と
解
す
る
。
や
は
り
こ
の

歌
も
智
努
女
王
の
死
と
い
う
詠
者
に
と
っ
て
重
大
な
事
象
の
前
後
の
変
化
を
表
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現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
｜
五

思
ひ
に
し
あ
ま
り
に
し
か
ば
す
べ
を
な
み
（
乎
無
美
）
我
れ
は
言
ひ

て
き
忌
む
べ
き
も
の
を

万
一
二
｜
二
九
四
七

解
釈

思
い
が
強
す
ぎ
た
の
で
「
す
べ
」
を
な
く
し
て
、
私
は
言
っ
て
し
ま
っ

た
、
慎
む
べ
き
な
の
に
。

普
段
は
あ
っ
た
は
ず
の
「
す
べ
」
を
そ
の
時
は
失
っ
て
い
た
。
普
段
の
自
分

と
比
較
し
た
変
化
で
あ
ろ
う
。
単
に
「
す
べ
」
が
な
い
で
あ
れ
ば
、
普
段
も
そ

う
な
の
か
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、

人
間
の
心
理
と
し
て
は
一
時
的
に
「
す
べ
」
を
失
っ
て
い
た
と
表
現
し
た
い
は

ず
で
あ
る
。

三
、
二

他
の
ヲ
型
の
検
討

「
な
み
」
以
外
の
ヲ
型
の
場
合
は
現
代
語
に
「
な
く
し
て
」
の
よ
う
な
便
利
な

語
彙
が
な
い
。
変
化
を
表
わ
す
他
動
詞
を
用
い
て
機
械
的
に
口
語
訳
す
る
が
、

主
格
の
意
志
を
薄
め
る
た
め
に
他
動
詞
に
加
え
て
「
し
ま
う
」
を
用
い
る
こ
と

に
す
る
。
第
二
候
補
と
し
て
括
弧
内
に
受
身
形
の
機
械
的
な
口
語
訳
を
付
す
こ

と
も
あ
る
。

三
｜
六

采
女
の
袖
吹
き
か
へ
す
明
日
香
風
都
を
遠
み
（
乎
遠
見
）
い
た
づ
ら

に
吹
く

万
〇
一
｜
〇
〇
五
一

解
釈

采
女
の
袖
を
吹
き
返
す
（
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
）
飛
鳥
の
風
が
都

を
遠
く
し
て
し
ま
っ
て
無
意
味
に
吹
い
て
い
る
。

遷
都
に
よ
る
時
間
的
な
変
化
を
詠
者
は
ミ
語
法
で
強
調
し
た
か
っ
た
も
の
と

考
え
る
。

三
｜
七

人
言
を
繁
み
（
人
事
乎
繁
美
）
言
痛
み
（
許
知
痛
美
）
お
の
が
世
に

い
ま
だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡
る

万
〇
二
｜
〇
一
一
六

解
釈

人
の
噂
を
頻
繁
な
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
、
言
葉
が
辛
い
状
態
に
な
っ

て
、
私
の
人
生
で
未
だ
渡
ら
な
い
で
い
る
朝
の
川
を
今
渡
っ
て
い
る
（
こ
れ
か

ら
渡
る
）。

三
｜
八

我
が
背
子
が
宿
の
橘
花
を
よ
み
（
乎
吉
美
）
鳴
く
霍
公
鳥
見
に
ぞ
我

が
来
し

万
〇
八
｜
一
四
八
三

解
釈

私
の
好
き
な
人
の
家
の
橘
、
そ
の
花
を
気
に
入
っ
た
状
態
に
し
て
し

ま
っ
て
鳴
い
て
い
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
見
に
私
が
来
ま
し
た
。

三
｜
九

…
さ
を
鹿
の
妻
呼
ぶ
秋
は
天
霧
ら
ふ
し
ぐ
れ
を
い
た
み
（
乎
疾
）
さ

丹
つ
ら
ふ
黄
葉
散
り
つ
つ
…

万
〇
六
｜
一
〇
五
三

解
釈

…
秋
に
は
空
に
霧
を
立
た
せ
続
け
る
時
雨
を
強
め
て
し
ま
っ
て
（
時
雨

に
強
く
な
ら
れ
て
）
赤
く
染
ま
っ
た
紅
葉
が
散
り
な
が
ら
…
。

三
｜
一
〇

夜
を
長
み
（
乎
奈
我
美
）
寐
の
寝
ら
え
ぬ
に
あ
し
ひ
き
の
山
彦
響

め
さ
を
鹿
鳴
く
も

万
一
五
｜
三
六
八
〇

解
釈

夜
を
長
く
し
て
し
ま
っ
て
（
夜
に
長
く
な
ら
れ
て
）
寝
ら
れ
な
い
と
き

に
山
彦
を
響
か
せ
て
鹿
が
鳴
い
て
い
る
。

牡
鹿
が
雌
鹿
を
求
め
て
鳴
く
秋
に
な
り
夜
が
長
く
な
っ
た
と
い
う
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
詠
者
は
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
｜
一
一

上
つ
毛
野
阿
蘇
山
つ
づ
ら
野
を
広
み
（
乎
比
呂
美
）
延
ひ
に
し
も

の
を
あ
ぜ
か
絶
え
せ
む

万
一
四
｜
三
四
三
四

解
釈

﹇
上
つ
毛
野
阿
蘇
山
つ
づ
ら
﹈が
野
を
広
く
し
て
の
び
て
い
る
も
の
を
ど

う
し
て
絶
え
さ
せ
よ
う
。

時
間
的
な
も
の
な
の
か
他
の
場
所
と
の
比
較
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
草
木
の

生
え
た
部
分
の
面
積
の
増
加
で
あ
ろ
う
。
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三
｜
一
二

く
は
し
妹
に
鮎
を
惜
し
み
（
遠
惜
）
く
は
し
妹
に
鮎
を
惜
し
み
（
矣

惜
）
投
ぐ
る
さ
の
遠
ざ
か
り
居
て

思
ふ
そ
ら
安
け
な
く
に
嘆
く
そ
ら
安
け
な

く
に

万
一
三
｜
三
三
三
〇

解
釈

美
し
い
妻
に
対
し
て
鮎
を
惜
し
く
し
て
し
ま
っ
て
（
鮎
に
惜
し
く
な
ら

れ
て
）
…
…
。

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
鮎
を
惜
し
み
」
が
一
番
相
応
し
く
感
じ
る
。
本
稿
の
解

釈
で
は
現
代
語
の
「
惜
し
む
」
の
意
味
は
「
惜
し
さ
の
程
度
を
増
加
さ
せ
る
、

あ
る
い
は
、
程
度
が
増
加
す
る
の
を
許
容
す
る
」
で
あ
る
。
時
間
的
な
変
化
で

あ
れ
ば
そ
れ
ま
で
惜
し
く
な
か
っ
た
も
の
が
惜
し
く
な
っ
た
意
味
、
個
体
間
の

変
化
で
あ
れ
ば
他
の
人
、
例
え
ば
詠
者
か
ら
魚
を
買
う
人
と
比
べ
て
、
妻
に
対

し
て
は
鮎
が
惜
し
い
意
味
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
変
化
で
あ
る
。

三
、
三

ヲ
型
に
「
と
」「
か
」
の
下
接
す
る
場
合

「
み
」
に
引
用
の
「
と
」
や
疑
問
の
「
か
」
が
下
接
す
る
場
合
も
変
化
の
意
味

は
変
わ
ら
な
い
。

三
｜
一
三

梯
立
の
倉
椅
山
を
嶮
し
み
と
（
袁
佐
賀
志
美
登
）
岩
懸
き
か
ね
て

我
が
手
取
ら
す
も

古
事
記
歌
謡
六
九

解
釈

「
梯
立
の
倉
椅
山
を
傾
斜
が
急
な
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て（
倉
椅
山
に
傾

斜
が
急
な
状
態
に
な
ら
れ
て
）」
と
岩
を
掴
み
か
ね
て
私
の
手
を
取
る
。

原
因
が
疲
労
な
ら
ば
時
間
的
変
化
、
登
る
に
従
っ
て
傾
斜
が
き
つ
く
な
る
の

で
あ
れ
ば
時
間
的
か
つ
位
置
的
な
変
化
、
他
の
山
と
の
比
較
で
あ
れ
ば
個
体
間

の
変
化
で
あ
る
。

三
｜
一
四

倉
橋
の
山
を
高
み
か
（
山
乎
高
可
）
夜
隠
り
に
出
で
来
る
月
の
光

乏
し
き

万
〇
三
｜
〇
二
九
〇

解
釈

倉
橋
の
山
を
高
い
状
態
に
て
し
ま
っ
て
か
（
山
に
高
い
状
態
に
な
ら
れ

て
か
）
…
月
の
光
が
乏
し
い
。

「
高
み
」の
主
格
が
月
で
あ
れ
ば
、
そ
の
夜
の
月
の
光
の
弱
さ
の
理
由
を
擬
人

化
し
て
冗
談
交
じ
り
に
詠
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
主
格
が
詠
者
で
あ
れ
ば
「
い

つ
の
間
に
か
山
が
高
く
な
っ
て
い
た
か
」
と
い
う
や
は
り
冗
談
交
じ
り
の
表
現

で
あ
る
。

あ
る
状
態
の
変
化
は
他
の
状
態
の
変
化
を
促
す
。
し
か
し
、
因
果
関
係
は
ミ

語
法
の
本
質
で
な
く
、
変
化
と
い
う
事
象
が
し
ば
し
ば
必
然
的
に
伴
う
他
の
事

象
へ
の
波
及
の
た
め
で
あ
る
。
以
上
、
こ
こ
で
検
討
し
た
ヲ
型
の
ミ
語
法
は
一

律
に
変
化
の
意
味
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

四

非
ヲ
型
の
ミ
語
法
の
検
討

非
ヲ
型
の
「
み
」
は
「
を
」
の
省
略
が
な
け
れ
ば
自
動
詞
で
あ
る
。
自
動
詞

と
解
釈
で
き
る
と
き
は
機
械
的
に
「
状
態
に
な
っ
て
」「
状
態
が
強
ま
っ
て
」
と

口
語
訳
す
る
。
た
だ
し
、
離
れ
た
場
所
に
「
を
」
が
あ
る
場
合
や
「
を
」
の
省

略
が
窺
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
他
動
詞
と
し
て
訳
す
。

四
｜
一

越
の
海
の
手
結
が
浦
を
旅
に
し
て
見
れ
ば
羨
し
み
（
見
者
乏
見
）
大

和
偲
ひ
つ

万
〇
三
｜
〇
三
六
七

解
釈

旅
人
の
身
で
﹇
越
の
海
の
手
結
が
浦
﹈
を
見
る
と
（
手
結
が
浦
を
し
て
）

人
恋
し
く
さ
せ
る
状
態
を
強
め
て
し
ま
っ
て
、
家
族
の
住
む
大
和
を
思
い
や
っ
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た
。こ

れ
を
他
動
詞
と
解
釈
し
た
の
は
、現
代
語
の
形
容
詞
か
ら
派
生
さ
れ
る「
楽

し
む
」
な
ど
の
「
…
し
む
」
型
の
動
詞
が
対
格
の
「
を
」
を
と
る
こ
と
に
よ
る
。

自
動
詞
と
と
っ
て
「
人
恋
し
い
状
態
が
強
ま
り
」
と
訳
し
て
も
伝
え
る
意
味
は

同
じ
で
あ
る
が
、
語
り
の
視
点
の
統
一
を
重
視
し
た
い
。

四
｜
二

三
諸
の
神
奈
備
山
に
た
ち
向
ふ
御
垣
の
山
に
秋
萩
の
妻
を
ま
か
む
と

朝
月
夜
明
け
ま
く
惜
し
み
（
明
巻
鴦
視
）
あ
し
ひ
き
の
山
彦
響
め
呼
び
た
て
鳴

く
も

万
〇
九
｜
一
七
六
一

解
釈

…
夜
が
明
け
よ
う
と
す
る
の
を
惜
し
い
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
山
彦
を

響
か
せ
て
（
妻
を
）
呼
び
立
立
て
鹿
が
鳴
い
て
い
る
。

こ
れ
も
同
じ
理
由
で
無
標
の
「
明
け
ま
く
」
を
対
格
と
見
た
い
。

四
｜
三

一
重
山
へ
な
れ
る
も
の
を
月
夜
よ
み
（
月
夜
好
見
）
門
に
出
で
立
ち

妹
か
待
つ
ら
む

万
〇
四
｜
〇
七
六
五

解
釈

山
が
一
つ
隔
て
て
い
る
の
に
月
夜
を
良
い
（
明
る
い
）
状
態
に
し
て
し

ま
い
門
に
出
て
（
こ
の
明
る
さ
な
ら
ば
私
が
来
る
の
で
は
な
い
か
と
）
恋
人
が

待
っ
て
い
る
気
が
す
る
。

こ
れ
も
他
動
詞
と
解
釈
し
た
が
、
自
動
詞
だ
と
し
て
も
意
味
が
通
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

四
｜
四

吉
野
川
行
く
瀬
の
早
み
（
瀬
之
早
見
）
し
ま
し
く
も
淀
む
こ
と
な
く

あ
り
こ
せ
ぬ
か
も

万
〇
二
｜
〇
一
一
九

解
釈

吉
野
川
の
流
れ
る
瀬
の
よ
う
に
、（
私
た
ち
の
恋
愛
の
進
展
が
）速
い
状

態
に
な
っ
て
（
速
ま
っ
て
）
少
し
の
間
も
淀
む
こ
と
な
く
あ
っ
て
く
れ
な
い
も

の
か
。

こ
れ
は
「
瀬
の
」
の
「
の
」
を
主
格
の
標
識
と
考
え
た
。

四
｜
五

は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
が
う
ら
若
み
（
妹
之
浦
若
見
）
笑
み
み
怒
り

み
付
け
し
紐
解
く

万
一
一
｜
二
六
二
七

解
釈

は
ね
か
づ
ら
を
今
し
て
い
る
恋
人
の
気
持
ち
が
幼
い
状
態
に
な
っ
て
、

（
私
は
）
笑
っ
て
み
た
り
怒
っ
て
み
た
り
し
て
帯
の
紐
を
解
い
て
い
る
。

「
は
ね
か
づ
ら
」を
付
け
た
こ
と
に
よ
る
精
神
状
態
の
変
化
と
考
え
る
。
こ
の

場
合
の
動
詞
の
終
止
形
は
「
今
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
習
慣
相
で
な
く
進
行
相
を

表
わ
す
と
考
え
る
。

四
｜
六

思
は
ぬ
に
至
ら
ば
妹
が
（
妹
之
）
嬉
し
み
と
（

三
跡
）
笑
ま
む
眉

引
き
思
ほ
ゆ
る
か
も

万
一
一
｜
二
五
四
六

解
釈

…
（
私
が
来
た
こ
と
を
）「
嬉
し
い
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
」
と
微
笑
む

で
あ
ろ
う
恋
人
の
眉
引
き
…
。

こ
の
「
之
」
を
「
が
」
と
読
ん
だ
場
合
そ
の
「
が
」
は
「
眉
引
き
」
に
掛
か

る
と
考
え
る
。

四
｜
七

富
人
の
家
の
子
ど
も
の
着
る
身
な
み
（
奈
美
）
腐
し
捨
つ
ら
む
絹
綿

ら
は
も

万
〇
五
｜
〇
九
〇
〇

解
釈

金
持
ち
の
家
の
子
供
た
ち
の
た
く
さ
ん
あ
る
着
物
を
着
る
そ
の
体
が
な

い
状
態
に
な
っ
て
、
腐
ら
せ
て
捨
て
る
と
思
わ
れ
る
高
価
な
着
物
よ
。

こ
の
「
な
み
」
は
子
供
の
死
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
他
の
着
物
は
着
て

く
れ
る
子
供
が
あ
る
が
、
あ
る
着
物
は
着
て
く
れ
る
子
供
が
な
い
、
と
い
う
着

物
の
個
体
間
の
変
化
で
あ
ろ
う
。

四
｜
八

…
明
日
香
の
古
き
都
は
山
高
み
（
山
高
三
）
川
と
ほ
し
ろ
し
…

万
〇
三
｜
〇
三
二
四

解
釈

…
飛
鳥
の
古
い
都
は
山
が
（
他
の
地
方
と
比
べ
て
）
高
い
状
態
に
な
っ

て
川
が
雄
大
で
あ
る
…
。
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四
｜
九

…
天
離
る
鄙
に
し
あ
れ
ば

山
高
み
（
高
美
）

川
と
ほ
し
ろ
し
野

を
広
み
（
乎
比
呂
美
）
草
こ
そ
茂
き
鮎
走
る
夏
の
盛
り
と
…万

一
七
｜
四
〇
一
一

解
釈

…
田
舎
な
の
で
（
都
と
比
べ
て
）
山
が
高
く
な
っ
て
い
て
、
川
が
雄
大

で
あ
る
。（
都
と
比
べ
て
）
野
を
広
く
し
て
し
ま
っ
て
（
野
に
広
く
な
ら
れ
て
）

草
が
繁
り
鮎
が
走
る
夏
の
盛
り
と
…
。

ヲ
型
の
「
広
み
」
の
対
格
は
野
、
主
格
は
草
で
あ
ろ
う
。

五

「
す
」「
思
ふ
」
が
下
接
す
る
も
の
の
検
討

「
み
す
」
の
形
は
「
知
ら
に
す
」「
生
え
す
」「
欲
り
す
」
な
ど
と
同
様
、
連
用

形
し
か
現
れ
な
い
語
形
に
サ
変
動
詞
を
下
接
さ
せ
終
止
形
の
意
味
を
表
わ
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
故
「
知
ら
ぬ
」「
生
ゆ
」「
欲
る
」
の
形
の
終
止
形
が

用
い
ら
れ
な
か
っ
た
か
の
疑
問
へ
の
回
答
は
容
易
で
な
い
。
詳
細
な
議
論
は
別

稿
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
単
純
に
他
の
活
用
形
を
補
う
た
め
と
仮
定
す
る
。「
み

思
ふ
」
の
形
は
「
…
を
…
の
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
思
う
」
の
意

味
と
解
釈
す
る
。
語
り
の
視
点
の
統
一
が
理
由
で
あ
る
。

五
｜
一

絶
ゆ
と
言
は
ば
わ
び
し
み
せ
む
と
（
和
備
染
責
跡
）
焼
大
刀
の
へ
つ

か
ふ
こ
と
は
幸
く
や
我
が
君

万
〇
四
｜
〇
六
四
一

解
釈

あ
な
た
が
）
別
れ
る
と
言
え
ば
（
私
が
別
れ
を
）
や
り
き
れ
な
い
状
態

に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
…
。

五
｜
二

相
見
ま
く
欲
し
き
が
た
め
は
君
よ
り
も
我
れ
ぞ
ま
さ
り
て
い
ふ
か
し

み
す
る
（
伊
布
可
思
美
為
也
）

万
一
二
｜
三
一
〇
六

解
釈

会
い
た
い
と
い
う
目
的
は
、
あ
な
た
よ
り
も
私
が
強
く
て
（
あ
な
た
よ

り
も
私
が
そ
の
状
況
を
）
不
安
な
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

構
文
は
「
君
よ
り
も
我
れ
ぞ
い
ふ
か
し
み
す
る
」
に
「
ま
さ
り
て
」
が
挿
入

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
ま
さ
り
て
」
は
「
相
見
ま
く
欲
し
き
が
た
め

は
」
を
受
け
る
と
解
釈
し
た
。
ミ
語
法
の
意
味
は
あ
な
た
と
比
べ
て
私
が
「
い

ぶ
か
し
」
の
状
態
の
程
度
が
強
い
、
と
い
う
人
の
個
体
間
の
変
化
と
考
え
る
。

五
｜
三

玉

の
道
の
神
た
ち
賄
は
せ
む
我
が
思
ふ
君
を
な
つ
か
し
み
せ
よ

（
奈
都
可
之
美
勢
余
）

万
一
七
｜
四
〇
〇
九

解
釈

…
私
が
心
配
し
て
い
る
あ
の
人
を
あ
な
た
に
と
っ
て
好
意
的
な
状
態
に

し
て
く
だ
さ
い
。

五
｜
四

さ
百
合
花
ゆ
り
も
逢
は
む
と
思
へ
こ
そ
今
の
ま
さ
か
も
う
る
は
し
み

す
れ
（
宇
流
波
之
美
須
礼
）

万
一
八
｜
四
〇
八
八

解
釈

今
後
も
会
お
う
と
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
今
現
在
も
（
そ
の
人
を
）
親

近
感
を
感
じ
る
状
態
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

五
｜
五

我
妹
子
を
相
知
ら
し
め
し
人
を
こ
そ
恋
の
ま
さ
れ
ば
恨
め
し
み
（
恨

三
念
）
思
へ

万
〇
四
｜
〇
四
九
四

解
釈

私
の
恋
人
を
紹
介
し
て
く
れ
た
人
を
（
そ
の
人
の
ほ
う
が
）
彼
女
を
恋

し
い
と
思
う
気
持
ち
が
強
い
の
で
、（
そ
の
人
を
）恨
み
が
ま
し
い
状
態
に
し
て

し
ま
っ
て
あ
れ
こ
れ
と
思
っ
て
い
る
。

六

結
論

「
を
」の
あ
る
場
合
は
因
果
関
係
を
、
な
い
場
合
は
感
情
を
表
わ
す
と
さ
れ
て

き
た
ミ
語
法
だ
が
、
ミ
語
法
の
「
み
」
の
意
味
を
「
上
接
す
る
形
容
詞
語
幹
が
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表
わ
す
性
質
へ
向
か
う
変
化
、
あ
る
い
は
そ
の
程
度
が
増
す
変
化
」
と
す
る
本

稿
の
仮
説
を
適
用
す
る
と
、
両
者
を
統
一
し
て
解
釈
可
能
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
因
果
関
係
や
感
情
は
ミ
語
法
の
構
文
に
あ
る
の
で
な
く
、
表
現
さ
れ

る
事
象
の
関
係
が
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
不
可
解
な
「
を
」
の
使
用
も
語

り
の
視
点
の
統
一
す
る
た
め
の
他
動
詞
の
無
意
志
的
用
法
の
観
点
か
ら
説
明
で

き
た
。

本
稿
の
仮
説
は
ミ
語
法
の
意
味
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、
形
容
詞
の
名
詞
化
語

尾
の
「
み
」
や
形
容
詞
か
ら
作
ら
れ
る
「
楽
し
む
」
な
ど
の
「
し
む
」
の
語
尾

を
有
す
る
動
詞
の
解
釈
に
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
萬
葉
集
や
記
紀

歌
謡
の
歌
の
意
味
が
従
来
の
解
釈
に
比
べ
て
文
学
的
に
深
ま
る
と
も
稿
者
は
考

え
る
が
、
こ
の
点
は
主
観
に
依
存
す
る
の
で
諸
兄
諸
姉
の
判
断
に
委
ね
た
い
。

注

註
一

動
詞
終
止
形
や
連
体
形
の
こ
の
用
法
を
潜
在
能
力
で
な
く
実
証
さ
れ
た

能
力
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。

註
二

レ
ビ
ン
と
ホ
バ
ブ
（
一
九
六
六
）
の
三
、
二
節
を
参
照
。
同
書
は
自
他

交
替
が
他
動
詞
の
脱
他
動
化
（d

eca
u
sa
tiv
a
tio
n

）
で
生
じ
た
と
す
る
。

日
本
語
に
適
用
す
れ
ば
他
動
詞
の
「
戸
（
を
）
ひ
ら
く
」
が
自
動
詞
の

「
戸
（
が
）
ひ
ら
く
」
へ
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
自
他

交
替
は
自
動
詞
か
ら
他
動
詞
へ
の
変
化
と
す
る
も
の
、
両
方
向
の
変
化

が
あ
っ
た
と
す
る
な
ど
諸
説
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
定
説
が
な
い
。

註
三

デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
九
九
四
）
の
四
、
二
節
を
参
照
。
主
格
に
な
り
や
す

さ
の
順
に
名
詞
句
を
並
べ
た
も
の
を
言
う
。
一
人
称
、
二
人
称
、
三
人

称
の
代
名
詞
、
固
有
名
詞
、
人
、
有
情
物
、
無
情
物
の
順
で
あ
る
。
同

様
の
考
え
の
初
出
は
シ
ル
バ
ー
ス
テ
イ
ン
（
一
九
七
六
）
で
あ
る
。
た

だ
し
、
詳
細
に
見
る
と
両
者
は
違
う
。

註
四

デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
九
九
四
）
の
三
、
四
節
を
参
照
。

註
五

デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
九
九
四
）
の
六
、
二
節
を
参
照
。
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