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椿

字

の

和

用

法

一

ヤ
マ
と
い
う
語
は
千
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
、
形
も
意
味
も
変
ら
ず
に
使

わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
漢
字
で
写
す
に
あ
た
っ
て
も
、

「山
」
が
ず

っ
と
安

定
し
た
位
置
を
占
め
て
き
た
。
カ
ワ
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
形
は
少
し
変

っ

た
け
れ
ど
も
ヤ
マ
と
同
じ
く
長
く
使
わ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
記
す
漢
字
は

「

川

ｏ
河
」
が
古
く
か
ら
並
び
用
い
ら
れ
て
き
た
。
あ
る
サ
ー
ク
ル
で
の
使
い
分

け
の
口
伝

（例
、
乙
夜
随
筆
、

「川
」
は
歌
に
も
題
に
も
書
か
な
い
）
な
ど
は

あ
る
が
、
広
く
漢
字
使
用
層
な
い
し
個
人
、
あ
る
い
は
場
合
な
ど
と
の
関
係
を

調
べ
た
上
で
は
ど
う
な
る
か
、
全
く
気
ま
ぐ
れ
な
併
用
な
の
か
な
ど
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。

最
も
研
究
の
進
ん
で
い
る
万
葉
仮
名
の
場
合
で
も
、
い
わ
ゆ
る
正
訓
字
を
取

り
上
げ
る
こ
と
は
遅
か
っ
た

（
万
葉
　
昭
和
三
五
　
拙
稿
）
が
、
近
年
は
こ
の

問
題
も
万
葉
研
究
者
の
側
の
関
心
の
み
な
ら
ず
、
点
本
資
料
も
駆
使
し
た

（
こ

と
に
小
林
芳
規
博
士
）
有
力
な
発
言
も
あ

っ
て
明
る
い
将
来
を
思
わ
せ
る
。
こ

れ
が
各
時
代
各
種
の
文
献
に
及
ん
で
、
常
用
の
漢
字

・
常
用
の
訓
な
る
も
の
を

考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
始
め
て
日
本
の
文
字
史
の
最
も
重
要
な
柱
が
建
つ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

池

上

頑

あ
り
ふ
れ
た

「山

・
川

・
河
」
で
な
く
て
、　
本
国
の
用
法
か
ら
偏
し
た
り

（例
、
サ
ク
ー
咲
）、
外
れ
た
り

（例
、
シ
カ
シ
ー
併
）
し
た
も
の
と
、
和
製
の

も
の
に
つ
い
て
は
、
さ
す
が
に
自
石
の
同
文
通
考
を
は
じ
め
相
当
の
注
意
が
向

け
ら
れ
て
き
た
が
、
説
明
を
加
え
、
例
を
補
う
べ
き
も
の
が
あ
ま
り
に
多
い
。

こ
の
点
で
は
、
漢
和
字
典
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で
は

漢
が
主
で
あ

っ
て
日
本
の
用
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
な
い
。
結
局
、
ヒ
ン
ト
は
得

ら
れ
て
も
文
献
に
よ
る
実
証
と
、
そ
れ
に
対
す
る
説
明
と
は
概
し
て
残
さ
れ
て

い
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
状
況
で
あ
る
。
歴
史
的
態
度
で
編
ま
れ
る
大
部
の

国
語
辞
書
は
、
当
然
こ
の
文
字
へ
の
配
慮
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最

近
は
と
も
か
く
、
本
来
個
人
的
特
殊
的
傾
向
が
強
い
か
ら
、
辞
書
に
す
べ
て
を

望
む
こ
と
は
将
来
と
て
も
無
理
で
あ
ろ
う
。
音
韻
や
語
法
は
時
代
単
位
で
ま
と

め
て
も
大
き
な
不
都
合
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
語
に
な
る
と
階
層
の
違
い
な
ど
が

問
題
に
な
る
。
ま
し
て
文
字
は
、
そ
れ
を
自
由
に
す
る
層
は
昔
は
極
め
て
少
な

く
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
僧
侶
と
か
宮
廷
人
の
男
か
女
か
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
ど

ん
な
に
分
け
ら
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
文
字
社
会
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
そ
う
具
体
的
に
図
式
化
す
る
こ
と
は
今
は
ま

だ
無
理
な
注
文
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

一
方
、
文
献
単
位
で
挙
げ
る
の
も
繁

雑
に
な
る
ば
か
り
で
ぁ
る
。
例
え
ば
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
で
は
、
見
出

造
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し
の
下
に
表
意
用
法
の
漢
字
の
主
な
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
右
の
よ

う
な
点
を
思
う
が
ゆ
え
に
、
平
仮
名
ば
か
り
の
見
出
し
で
は
弁
別
に
不
便
な
の

を
救
う
程
度
に
、　
一
往
の
考
慮
を
経
て
字
が
選
ば
れ
た
の
が
実
情
で
あ
る
。

国
語
辞
書
に
も
漢
和
字
書
に
も
依
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り

独
自
に
ま
と
め
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
文
字
は
、
音
韻
や
語
法
が
比

較
的
少
な
い
例
か
ら
法
則
を
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
違

っ
て
、
資
料
が

増
せ
ば
増
す
ほ
ど
問
題
の
ひ
ろ
が
る
場
合
さ
え
あ
る
。
所
詮
、
個
人
が
完
き
を

求
め
得
る
領
域
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
十
分
な
解
答
の
出
せ
な

い
こ
と
に
た
め
ら
わ
ず
、
問
題
に
な
り
そ
う
な
各
種
の
実
例
を
取
り
上
げ
て
、

漢
字
和
用
の
さ
ま
ざ
ま
の
姿
を
眺
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

二

今
回
取
り
上
げ
た

「椿
」
の
字
に
つ
い
て
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第

一
は

今
日
の
日
本
で
普
通
に
使
わ
れ
る
ツ
．ハ
キ
と
い
う
植
物
に
対
す
る
字
と
し
て
の

歴
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
椿
字
は
本
国
で
は
、
灌
木
の
ツ
バ
キ
で
は
な
く
、

喬
木
の
あ
る
木
を
さ
し
た
の
に
、
日
本
で
は
千
年
の
昔
か
ら
ツ
バ
キ
に
使
わ
れ

て
い
る
事
実
で
あ
る
。
第
二
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
見
ら
れ
る
極
め
て
特
殊

な
用
法
で
、

「珍
」
と
の
音
通
か
と
言
わ
れ
る

「椿
説
」
と

「椿
事
」
と
の
二

語
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
は
な
お
今
日
も
多
少
使
わ
れ
て
い
る
に

し
て
も
、
百
数
十
年
の
歴
史
し
か
持
た
な
い
一
語
の
微
々
た
る
も
の
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
漢
字
和
用
に
つ
い
て
の
一
問
題
に
は
せ
ね
ば
な
ら
な
い
意
味
を
も

つ
の
で
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
こ
れ
に
重
点
を
お
く
こ
と
に
な
る
。

本
節
で
は
順
序
と
し
て
第

一
の
場
合
に
つ
い
て
概
観
す
る
が
、
前
節
に
述
べ

た
よ
う
な
立
体
的
な
取
り
扱
い
に
は
至
り
得
な
い
の
で
、
特
に
目
新
し
い
こ
と

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

上
代
文
献
に
お
い
て
、
赤
字
は
す
で
に
ツ
バ
キ
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
か

な
り
出
現
す
る
。
記
紀
に
は
見
え
な
い
が
万
葉
集
中
の
ツ
バ
キ
に
つ
い
て
は
、

一
字

一
音
の
仮
名
書
２

（共
に
巻
二
十
）
、
椿
３

（巻

一
）
１

（巻
十
一こ
、
海

石
溜
１

（巻
七
）
２

（巻
十
二
、
共
に
地
名
ト
ー
市
）
２

（巻
十
九
）
の
よ
う

な
分
布
を
見
る
。
正
訓
用
法
で
あ
る
か
ら
訓
法
を
十
分
確
め
る
要
が
あ
る
が
、

類
歌
的
な
も
の
多
く
、
現
在
異
説
も
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら

従

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
出
雲
風
土
記
に
は
度
々
樹
木
名
が
列
挙
さ
れ
て

「

椿
」
が
現
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
に
は

「海
石
溜
字
或
作
椿
」
と
注
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
こ
の
前
後
に
は
、
杉
―
椙
　
柏
―
権
の
よ
う
な
或
作
の
注
が
並
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。
常
陸
風
上
記
の

「東
山
有
社
、
榎
槻
椿
椎
竹
箭
麦
門
冬
往

々
多
生
」

（行
方
郡
香
澄
里
）
も
ツ
バ
キ
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
左
注
で
も

「

右
兵
部
少
輔
大
伴
家
持
属
植
椿
作
」

（
二
〇

・
四
四
八

一
）
が
あ
る
が
、
仮
名

書
の
歌
に

「う
ゑ
て
け
る
君
」
と
あ
る
か
ら

「
ウ
エ
ツ
バ
キ
」
で
あ
ろ
う
。
正

倉
院
文
書
に
も

「椿
灰
」

（
天
平
六
・
五
。
一
）
そ
の
他

「椿
」
字
を
拾
う
こ

と
が
で
き
る
。

「海
石
溜
」
は
日
本
書
紀
や
豊
後
風
土
記
に
も
見
え
、
ツ
バ
キ

を
現
わ
す
本
格
的
な
も
の
で
は
あ

っ
た
ろ
う
が
、
万
葉
集
の
巻

一
。
十
三
な
ど

古
い
巻
か
ら

「椿
」
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
案
外
早
く
日
本
で
行
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
撰
字
鏡
以
下
の
平
安
以
後
の
字

書
類
は
わ
ざ
わ
ざ
引
か
な
く
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
に
椿
字
と
ツ
バ
キ
と
は
密
着
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
釈
日
本
紀
や
仙
覚
抄
に
引
か
れ
る
伊
予
国
風
土
記
逸
文

（
ま
た
古

京
遺
文
附
載
古
金
石
逸
文
に
伊
予
道
後
温
湯
碑
と
し
て
掲
出
）
に
温
泉
の
景
色

を
述
べ
て

「椿
樹
相
蔭
而
鴛
窪
」
と
あ
る
の
は
ツ
バ
キ
で
は
な
く
、
大
き
な
樹

木
の
茂
り
あ
う
さ
ま
を
叙
し
た
修
辞
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
国
に
お
け

る

「椿
」
の
本
来
の
意
味
は
あ
る
喬
木
の
名
で
あ
り
、
引
い
て
荘
子
逍
邊
遊
の
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「上
古
有
大
椿
者
、
以
八
千
歳
為
春
、
八
千
歳
為
秋
」
の
よ
う
な
架
空
の
も
の

と
し
て
有
名
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
大
と
か
長
寿
の
意
味
で
の
用
法
が

馴
字
類
篇
や
侃
文
韻
府
か
ら
見
出
さ
れ
る
。
わ
が
国
で
も

「大
椿
保
年
、
磐
石

争
栄
」

（天
長
十
、
伊
都
内
親
王
御
施
入
願
文
　
平
安
遺
文
）
の
よ
う
に
模
作

さ
れ
、
「徳
是
北
辰
、
椿
葉
之
影
再
改
」
（新
撰
朗
詠
集
　
大
江
朝
綱
）
と
い
う

有
名
な
句
も
こ
れ
で
あ
る
。
帝
王
の
寿
を
願
う
意
か
ら
帝
王
の
位
の
意
を
ふ
く

ま
せ
る
転
義
の
用
法
か
ら

「椿
葉
記
」
と
い
う
書
名
ま
で
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
本
国
流
の
用
法
の
あ
る
こ
と
も

一
往
は
心
得
て
お
く
要
が
あ
る
。

で
は
、
本
国
の
用
法
と
、
わ
が
ツ
バ
キ
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
考
え

方
と
し
て
は
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
す
る
か
、
全
く
無
関
係

と
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
論
理
的
に
は
後
説
を
と
る
と
証
明
は
い
わ
ゆ

る
帰
謬
法
で
も
と
ら
な
い
か
ぎ
り
困
難
で
あ
る
。
本
国
と
無
関
係
に
、
春
木
の

合
字
で
和
製
で
あ
る
と
い
う
説
が
実
は
最
も
普
通
な
の
で
あ
る
が
ど
う
し
て
証

明
す
る
か
。
秋
木
も
あ
り
春
魚
も
あ
る
と
い
っ
て
も
、
造
字
の
諸
形
式
の
可
能

性
の
問
題
で
証
明
に
は
な
ら
な
い
。

（因
み
に
朝
鮮
で
も
、
漢
字
の

「檄
」
と

全
く
別
用
法
の
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
鮎
貝
房
之
進
　
雑
費
三
）
そ
の
点

箋
注
倭
名
類
衆
抄

の
説
も
同
断
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
関
係
が
あ
る
と
す
る

場
合
、
実
物
と
名
と
の
同
定
は
容
易
で
な
い
。
た
ま
た
ま
本
草
綱
目
啓
蒙
の
よ

う
に
、
本
来
の

「椿
」
の
訓
が
タ
マ
ツ
パ
キ
な
の
に
ひ
か
れ
て
全
く
別
種
の
日

本
の
に
ツ
バ
キ
と
誤

っ
た
と
い
う
ふ
う
な
説
明
だ
と

一
往
の
筋
は
通
る
の
で
考

え
方
と
し
て
は
面
白
い
の
で
あ
る
が
、
あ
ち
ら
の

「椿
」
の
古
訓
が
タ
マ
ツ
バ

キ
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
文
証
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
、
古
名
録
に
否
定
さ
れ

る
と
お
り
問
題
に
な
ら
な
い
。

こ
う
な
る
と
、
古
字
書
や
本
草
書
を
挙
げ
る
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

ら
を
並
べ
た
て
て
も
決
定
的
な
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
す
べ
て

省
略
す
る
。

（古
名
録
二
九
参
照
）
説
文
解
字
に
は
出
な
い
け
れ
ど
も
韻
書
や

玉
篇

（蒙
隷
万
象
名
義
に
よ
っ
て
推
定
）
に
あ
り
、
荘
子
も
早
↑
渡
来
し
て
居

る
か
ら
、
本
国
の
を
知
ら
な
い
で
作

っ
た
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
知

っ
て
い
て

も
か
ま
わ
ず
作
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
な
る
と

い
わ
ゆ
る
和
字
の
う
ち
、
本
国
に
同
形
の
も
の
が
あ

っ
て
意
味
の
全
く
異
な
る

一
群
を
も

っ
と
集
め
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
急
に
答
は
出
な
い
。
こ
の
場

合
新
撰
字
鏡
の
よ
う
に
平
声
の
部
に
お
き
反
切
を
与
え
る
な
ど
し
て
い
る
こ
と

は
編
者
昌
住
の
解
釈
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
液
斎
の
よ
う
に
誤
り
だ
と
き

め
つ
け
な
く
て
も
よ
い
が
、
む
し
ろ
説
文
解
字
に
あ
る
二
字

（木
篇
に
屯
と
薫

）
に

「椿
」
が
通
じ
る
と
さ
れ
る
あ
た
り
に
も
問
題
が
残

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
な
お
、
ず

っ
と
降

っ
て
倭
漢
三
才
図
会
か
ら
本
草
綱
目
啓
蒙
な
ど
に
、
今

の
チ
ャ
ン
チ
ュ
ン
ｏ
キ
ャ
ン
チ
ン
・
ヒ
ャ
ン
チ
ン
な
ど
あ
る
の
は
今
日
の
中
国

語
辞
典
に

「香
椿
」
と
す
る
も
の
に
あ
た
る
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
実
物

に
即
し
た
問
題
で
な
い
か
ら

一
言
す
る
に
と
ど
あ
る
。

さ
て
、
常
識
的
な
ま
と
め
方
で
あ
る
が
、

「椿
」
の
本
国
的
用
法
の
も
の
は

古
典
的
修
辞
的
な
も
の
と
し
て
ず

っ
と
命
脈
を
保
つ
一
方
、
ツ
バ
キ
を
あ
ら
わ

す
用
法
も
上
代
文
献
か
ら
現
わ
れ
る
が
、
初
め
は

「海
石
招
」
と
併
用
さ
れ
、

や
が
て
徐
々
に
優
位
を
占
め
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
は

「椿
」
が
普
通
か
と

思
わ
れ
る
が
、
少
な
い
用
例
の
語
を
、
転
写
を
経
な
い
資
料
で
確
め
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
、
ど
の
程
度
を
普
通
か
と
判
断
す
る
問
題
と
と
も
に
、
ま
だ
報
告
で

き
る
段
階
で
は
な
い
。

一
般
に
、
語
と
漢
字
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
、
基
本

語
彙

。
副
詞
類

・
品
物
名

（動
植
物
な
ど
）
な
ど
の
各
種
の
特
徴
が
あ
る
が
、

ツ
パ
キ
は
単
純
な
、
問
題
の
少
な
い
は
う
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
場
合
に
こ
そ
、

古
辞
書
を
安
易
に
つ
な
ぐ
の
で
な
い
考
え
方
で
や
り
た
い
が
果
さ
な
い
。

37



三

「椿
説
」
に
つ
い
て
は
、
馬
琴
の
弓
張
月
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
、

そ
の
他
の
例
も
僅
か
し
か
挙
げ
得
な
い
し
、
ま
た
書
名
に
限
ら
れ
る
。

文
政
２
天
保
　
椿
説
衆
記
　
（小
泉
八
雲

「仏
の
畑
の
落
穂
」
訳
註
所
引
）

明
治
文
学
全
集
四
八

（
二
六
一
頁
）

安
政
四
２
　
　
　
椿
説
鬼
魅
談
語
　
一
一世
為
永
春
水
　
合
巻

明
治

一
六
　
　
　
椿
説
打
岸
浪
　
　
宇
多
川
文
海

明
治
四

一　
　
　
椿
説
花
あ
や
め
　
黒
岩
涙
香

「弓
張
月
」
以
後
あ
ら
わ
れ
る
右
の
う
ち
、
後
の
三
種
の
出
版
物
は
馬
琴
の
命

名
を
模
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
近
世
白
話
小
説
の
角
書
に
で
も
あ
り
そ
う
な

（

事
実
は

「珍
説
」
と
い
う
の
も
見
出
せ
な
い
が
）
位
置
に
あ
る
。
第

一
の
は
解

説
に
よ
る
と
、
こ
の
期
間
の
記
録
を
集
め
た
写
本
の
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も

と
か
ら
あ

っ
た
表
題
で
あ
る
か
、
所
蔵
者
が
明
治
二
年
購
入
し
た
と
き
整
理
編

纂
し
て
名
付
け
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
普
通
名
詞
的
用
法
で
あ
る
の
が
注
意

さ
れ
る
が
、
た
し
か
に
少
し
は

「珍
」
と
通
用
し
て

「椿
諄
」

（南
方
熊
楠
）

「椿
聞
」

（芳
賀
矢

一　
新
式
辞
典
）
な
ど
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で

あ
る
。

さ
て
、
こ
の
弓
張
月
に
冠
す
る

「椿
説
」
に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
る
こ
と
す

ら
少
な
い
ぐ
ら
い
で
あ

っ
た
が
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
解
説
は
詳
し
い
。

「椿
説
」
は
珍
説
で
、
め
ず
ら
し
い
説
の
意

（
こ
の
書
第
四
十
九
回
に

「今

宵
の
椿
事
」
、
稚
枝
鳩
第
七
編
に

「是
亦
不
慮
の
椿
事
な
り
」
、
四
天
王
剰

盗
異
録
に

「誠
に
思
ひ
よ
ら
ざ
る
椿
事
な
り
」
な
ど
あ
り
、
そ
の
他
侠
客
伝

八
犬
伝
に
散
見
す
る

「林
事
」
も
す
べ
て
珍
事
で
あ
る
）

と
、
音
通
説
で
あ
る
こ
と
は
従
来
の
説
明
と
変
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

「椿
事
」

の
用
例
を
こ
れ
だ
け
挙
げ
る
の
は
、
さ
す
が
に
後
藤
丹
治
博
士
で
あ
る
。
実
は

わ
た
く
し
の
探
し
得
た
も
の
は
こ
れ
に
お
お
わ
れ
て
し
ま
っ
て
越
え
な
い
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「椿
説
」
の
別
の
例
は
挙
げ
な
い
で

「椿
事
」
ば
か
り
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
ほ
う
の
用
例
が
多
い
と
す
れ
ば
、
音
通
説
は
じ

ば
ら
く
保
留
し
て
、
む
し
ろ
問
題
を

「椿
事
」
に
移
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ

こ
の
語
は
、
ま
だ
時
々
週
刊
誌
の
見
出
し
な
ど
に
出
る
こ
と
が
あ

っ
て
、少
な

く
と
も
中
年
層
以
上
の
理
解
語
彙
に
属
す
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
ず
、
大
正
頃

だ
と
度
々
新
聞
紙
上
に
大
き
な
活
字
で
暗
い
印
象
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

山
田
美
妙
の
日
本
大
辞
書
や
ヘ
ボ
ン
の
諸
版
に
見
え
な
い
こ
と
が
偶
然
で
は
な

い
ら
し
い
。

明
治
三
十
年
代
頃
の
例
を
雑
誌
風
俗
画
報

（月
二
回
刊
）
か
ら
拾
う
と
、
三

〇

・
八

ｏ
一
〇
両
国
橋
欄
千
落
ち
て
死
傷
者
数
十
名
を
出
す

（
一
四
八
号
）
、

三
二

・
一
〇

・
七
暴
風
雨
中
、
列
車
鉄
橋
よ
り
顛
落

（
一
九
九
号
）
、
三
八

・

五

ｏ
二
九
砲
兵
工
廠
火
薬
爆
発

（
三

一
八
号
）
、
四
二
・
四

・
七
列
車
顛
覆
、

同
四

ｏ
一
九
列
車
衝
突

（
三
九
六
号
）
の
よ
う
に
出
て
く
る
が
、
地
震

ｏ
津
波

・
暴
風
雨

・
水
害
等
の
自
然
の
記
事
に
は
、
こ
の
語
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

火
事
に
も
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な

い
が
、
四
二

・
七

・
三
一
大
阪
北
区
の
火
事

（
三
九
九
号
）
の
総
ま
と
め
の
よ
う
な
条
で
は
一
度
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
用
法

は
大
正
時
代
に
わ
た
く
し
の
経
験
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

で
は
、
明
治
前
半
に
は
全
く
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

「珍

事
」
の
ほ
う
が

一
般
的
だ

っ
た
よ
う
で
、
現
に
ヘ
ボ
ン
は
こ
れ
を
挙
げ
て
、
主

と
し
て
悪
い
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
注
す
る
。
こ
の
ほ
う
は
中
世
の
軍
記
物

語
な
ど
以
来
の
用
例
が
知
ら
れ
、
江
戸
時
代
で
も
普
通
で
あ
る

（馬
琴
も
読
本

中
に
使
う
）
。
明
治
初
期
も
同
様
で
、　
一
葉
や
逍
邊
の
作
品
で
も
専
ら
こ
れ
を
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見
る
。
戯
作
の
中
で
も
、
前
代
の
滑
稽
本
系
の
も
の

（例
え
ば
仮
名
垣
魯
文
な

ど
、
ま
た
滑
稽
を
冠
し
た

一
群
）
で
は

「椿
事
」
を
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
が

読
本

・
合
巻
系

（政
治
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
も
あ
る
が
）
か
ら
は
相
当
拾

え
る
見
込
を
も
つ
。

坂
本
龍
馬
を
主
人
公
に
し
た
坂
崎
紫
瀾
の

「汗
血
千
里
駒
」

（明

一
六
）
は

土
陽
新
間
に
載

っ
た
も
の
が
明
治
文
学
全
集

（
五
）
に
入
っ
て
い
る
が
、
流
布

し
た
の
は
雑
賀
柳
香
補
綴
本
で
あ
る
と
い
う
。
両
者
の
編
成

。
文
章
は
相
当
違

っ
て
い
る
が
、
前
者
の
第
三
回
末

（全
集
本

一
二
三
頁
下
）
に

伊
賀
越
騒
動
以
来
の
珍
事
こ
そ
起
り
た
れ

と
あ
る
の
に
大
体
あ
た
り
そ
う
な
箇
所
を
、
後
者

（前
編
四
オ
）
で
は

家
中

一
般
の
評
説
と
な
り
し
ゆ
ゑ
如
何
な
る
椿
事
の
出
来
す
る
か
と

と
す
る
例
が
あ
る
が
、
用
法
は
後
世
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宇
田
川

文
海
の

「浮
落
断
績
夢
の
手
枕
」

（明

一
六
、
上
四
字
角
書
、
う
き
し
づ
み
）

十
二
ウ
に
見
え
る

翌
思
外
の
椿
事
」
は
駕
に
乗

っ
た
女
性
を
襲

っ
た
男
の
手
を

つ
か
ん
で
し
め
上
る
女
の
力
と
業
に
驚
い
た
描
写
に
出
、
高
畠
藍
泉
の

「
岡
山

紀
聞
筆
の
命
毛
」

（
明

一
五
）
十
四
ウ
に
見
え
る

「斯
る
椿
事
は
上
も
な
き
御

家
の
恥
辱
」
は
側
室
を
寵
愛
の
余
り

「奥
方
と

一
席
に
褥
を
敷
設
け
」
た
り
国

家
老
に
拝
謁
さ
せ
た
り
と
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
て
、

「珍
」
の
字
の
意
味
で

あ
る
。
言
海
に
、

ち
ん
じ

（珍
事
）

（
一
）
メ
ヅ
ラ
シ
キ
ヨ
ト
ガ
ラ

（
二
）
変
事
。
椿
事
。

と
注
す
る
の
は
三
十
年
代
以
降
ま
さ
に
適
当
な
の
で
あ
る
が
、
二
十
年
代
頃
ま

で
は
こ
ん
な
動
揺
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
作
品
に

「珍
」
と

「椿
」
が
使
い
分
け
て
あ
る
か
、
ま
た
個
人
に
よ
り
傾
向
が
あ
る
か

な
ど
、
は
っ
き
り
と
は
言
え
な
い
が
、
か
な
り
不
規
則
な
も
の
を
感
じ
る
の
で

あ
る
。

四

「椿
説
」
の
例
は
余
り
に
少
な
か
っ
た
し
、
ま
た
後
世
に
根
を
下
さ
な
か
っ

た
の
で
、
根
を
下
し
た

「椿
事
」
を
眺
め
て
き
た
が
、
そ
の
初
め
に
な
る
と
、

案
外
に
例
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
よ
う
と
し
た

三
十
余
年
前
、
読
本
の
初
期
の
も
の
か
ら
調
べ
だ
し
て
徒
労
に
終
り
、
今
日
な

お
、
後
期
の
馬
琴
周
辺
に
は
ま
だ
少
し
し
か
及
ん
で
い
な
い
の
で
、
大
系
の
解

説
に
挙
げ
ら
れ
る
以
上
に
は
出
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
明
治
に
つ
い
て
も
、
集

中
的
な
調
査
を
し
て
い
な
い
が
、
ず

っ
と
心
が
け
て
や
や
無
駄
骨
を
折

っ
た
感

じ
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
初
期
の
も
の
か
ら
例
は
補
え
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
し

二
十
年
代
頃
が
や
や
広
が
る
時

か
と
思
う
。

（偶
然
入
手
し
た
二
十
五
年
神

戸
出
版
の
宗
教
書
の

「護
法
活
論
」
と
い
う
も
の
に

「楠
社
之

一
椿
事
」
な
る

角
書
が
あ
る
。
楠
社
は
湊
川
神
社
。
ま
た
三
十
年
の
上
述
両
国
橋
の
事
件
に
は

石
版
画
の
刷
物
が
出
て

「両
国
橋
大
椿
事
云
々
」
と
あ
る
ら
し
い
。

（高
尾
書

店
書
目

一
九
五
七

・
一
〇
所
載
）

と
こ
ろ
で
、

「椿
」
に
チ
ュ
ン
・
チ
ン
の
音
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
な
ぜ

こ
れ
を

「珍
」
に
通
わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
論
説

・
辞
書
す
べ
て
、

第
二
節
に
述
べ
た

「椿
」
の
本
国
の
用
法
、
こ
と
に
荘
子
に
言
う
と
こ
ろ
と
結

び
つ
け
て
、
大
木
で
あ
る
か
ら
大
事
件
の
意
に
な
る
と
す
る
。
十
分
に
こ
れ
に

満
足
し
て
か
、
他
に
解
し
よ
う
が
な
い
か
ら
か
は
別
と
し
て
、
特
に
疑
う
発
言

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

第
二
節
で
述
べ
な
か
っ
た
が
、

「椿
」
の
本
国
的
用
法
は
軍
記
物
語
と
か
延

年
舞
の
詞
と
か
中
世
の
も
の
に
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

「大
」
の
意
に
な
る
よ
う

な
伝
統
を
知
ら
な
い
。
こ
の
程
度
の
連
想
で
語
や
字
が
使
い
改
め
ら
れ
て
ゆ
く

に
は
、
も

っ
と
中
間
の
も
の
が
な
い
と
納
得
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



当
時
た
ま
た
ま
助
数
詞
の
こ
と
も
考
え
て
い
た
の
で
知

っ
た
の
で
あ
る
が
、

近
代
シ
ナ
語
に
は

「
×
」
∩
椿
」
の
芳
の
日
を
日
に
代
え
た
字
）
な
る
も
の
が

「件
」
な
ど
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
。
こ
の
字
は
説
文
解
字
の
徐
鉱
の
新
附

に
は
見
え
て

「概
代
也
」
と
あ
り
、
音
は

「啄
江
切
」
と
あ
る
。
禅
宗
関
係
で

は
こ
の

「
ク
イ
」
の
意
味
で
見
え
、
正
法
眼
蔵
に
も
あ
り

（
六
一
）
、
諸
録
俗

語
解
に
も
何
度
か
出
る
。
助
数
詞
と
し
て
の
用
法
は
元
曲
あ
た
り
か
ら
以
下
種

々
見
ら
れ
、
こ
ち
ら
で
は
留
守
友
信
の
俗
語
訳
義
に

「這
×
事
」
を

「此
事
ト

云
義
」
と
注
し
、
藤
井
理
伯
の
小
説
字
彙
に

「
一
×
」
を

「
一
品
卜
云
フ
事
、

一
件
■
云
フ
ニ
同
シ
」
と
釈
す
る
。
少
し
古
く
、
明
和
七
年

（
一
七
七
〇
）
の

済
焉
社
常
談
に
は

「這
×
事
」
を
使

っ
た
文
例

（長
短
話
）
が
見
え
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
字
は
わ
が
唐
話
学
者
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る

が
、
芳
が

「椿
」
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
混
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
下
学

集
や
易
林
本
節
用
集
な
ど
点
画
少
異
字
と
し
て
二
者
を
つ
と
に
挙
げ
る
の
で
あ

る
が
、
現
に
私
蔵
俗
語
訳
義

（
こ
れ
は
写
本
で
の
み
伝
る
。）
一
本
は
右
の
条
を

「椿
」
に
つ
く
る
。

今
こ
こ
ろ
み
に
、
当
時
の
唐
話
学
に
お
け
る
自
話
文
の
選
文
集
と
い
う
べ
き

小
説
精
言

（寛
保
三

ｏ
一
七
四
三
）
小
説
奇
言

（宝
暦
三

。
一
七
五
三
）
小
説

粋
言

（
同
八
）
の
い
わ
ゆ
る
自
駒
の
三
言
を
検
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三

・
四

・

一
例
を
得
た
。
そ
の
中
で
奇
言
の
三
例
は

「椿
」
に
作
る
の
で
あ
る
。

「日
」

と

「
日
」
で
は
間
違
い
は
お
こ
ら
な
く
て
も
、

「自
」
を

「旧
」
に
も
書
い
て

い
る
の
で
、
こ
の
第

一
画
が
他
の
線
と
ま
ぎ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

２つ
。江

戸
文
学
に
あ
ち
ら
の
自
話
文
学
が
与
え
た
影
響
の
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ

る
。
そ
れ
は
内
容
の
み
な
ら
ず
、
編
章
の
構
成

（回
と
か
鮨
と
か
を
用
い
る
。

こ
の
後
者
に
、
上
述
千
里
駒
の
雑
賀
版
の
よ
う
に
ク
と
振
仮
名
し
た
誤
例
も
珍

し
く
な
い
）
か
ら
用
字
ま
で
、
不
消
化
な
模
倣
も
多
い
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え

て
読
本
類
を
見
る
と

「椿
」
は
む
し
ろ
誤
ら
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
思
い
至
る

の
で
あ
る
。

で
は
、
助
数
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
が
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
る

か
。
現
代
中
国
語
文
法

に
お
け
る
量
詞
の
用
法
と
同
じ
こ
と
で
、
上
に
は
、

二

」
「両
」
等
の
数
詞
か
、
「這
」

「那
」
の
よ
う
な
指
示
詞
を
と

っ
て
下
の

名
詞
に
接
す
る
。
そ
の
下
の
名
詞
に
は
途
中
に
修
飾
語
が
介
在
し
て
も
よ
い
。

そ
し
て
、
こ
の
当
面
の
問
題
の
助
数
詞
は

「事
」
を
数
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら

下
の
名
詞
は

「事
」
も
し
く
は
そ
れ
に
類
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例

え
ば

説

一
×
意
外
姻
縁
的
故
事
喚
倣
…
…

（精
言
二
、　
一
オ
）

で
は
、

「故
事
」
が
日
本
語
の

「故
事
」
で
な
く

「事
」
の
意
で
、
上
に
五
字

の
修
飾
が
あ
る
か
ら
結
び
つ
け
に
く
い
で
あ
ろ
う
が
、

這
×
事
須
不
是
体

一
箇
婦
人
家
倣
的
　
（精
言

一
、　
一
四
オ
）

で
は
提
示
語
の
よ
う
に
し
て
二
字
が
続
い
て
く
る
。
さ
ら
に
、
上
に
と
る
数
詞

が

「
一
」
で
あ
る
場
合
、　
あ
ち
ら
の
現
代
語
で
は

こ
れ
を
省
く

こ
と
が
あ
る

が
、
「
×
事
」
に
つ
い
て
の
実
際
的
な
用
例
は
知
ら
な
い
。
た
だ

「劇
語
審
訳
」

に
は
こ
れ
が
出
て
い
る
こ
と
を
言
い
そ
え
る
。

な
お
、
上
述
の
よ
う
に
二
字
が
よ
く
続
く
の
で
何
と
な
く
ま
ね
ら
れ
た
の
で

あ
る
か
、
も
う
少
し
何
か
の
素
地
が
あ
る
か
は
、
こ
れ
が
使
わ
れ
だ
し
た
人
な

い
し
サ
ー
ク
ル
を
も

っ
と
つ
め
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
漢
語
助

数
詞
が
熟
語
を
構
成
す
る
場
合
に
、　
一
件
事

。
一
匹
馬

。
一
口
人
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
、
事
件

・
馬
匹

・
人
口

（
こ
れ
の
意
味
は
転
じ
て
い
る
）
が
あ
る
の

や
、　
一
喉
魚
の

「喉
」
自
体
が
魚
の
意
味
を
も

っ
て

「雑
喉
」
の
語

（今
は
そ

の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
か
え

っ
て
雑
魚
と
書
か
れ
る
が
）
が
生
じ
る
の
や
い
ろ



い
ろ
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
て
出
現
し
た

「
×
」
か
ら
誤
認
し
た
「椿
」

が
知
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

「珍
」

で
は
意
味

の
ず
れ
な
ど
を
感
じ
た
か
、

何
か
新
鮮
な
も
の
を
求
め
た
か
、
何
か
学
を
見
せ
び
ら
か
し
た
い
か
と
い
っ
た

力
が
、

「珍
」
に
代
る
も
の
と
し
て

「椿
」
を
取
り
上
げ
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
ま
た

「林
説
」
が
根
を
下
さ
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
も
言
え
る
で
あ
ろ

う
。

「珍
説
」
に
は
わ
ざ
わ
ざ
他
の
字
を
と
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

の
封

蹴

れ

鼎

郷

解

と な
鳴

赫

督

沐

γ

趙

問

甲

・

言
及
し
、
結
論
だ
け
は

一
言
書
き
も
し
た

（国
語
学
会
　
国
語
の
歴
史
近
世

昭
和
二
六
改
訂
版
）
が
、
経
路
に
つ
い
て
は
今
少
し
資
料
を
整
備
し
て
と
つ
い

今
日
に
至

っ
た
。
そ
の
後
、
大
漢
和
辞
典
は
、
始
め
て
、

「
×
」
の
項
で

「椿

事
」
に
言
及
し
た
の
に
、

「椿
事
」
の
項
は
そ
れ
と
無
関
係
に
旧
態
依
然
た
る

説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
ふ
う
に
一
向
進
展
を
見
な
い
の
で
、
や
は

り
書
き
つ
け
て
お
く
義
務
を
感
じ
た
次
第
で
あ
る
。

五

前
節
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
の
た
め
の
み
な

ら
ず
、
こ
の
調
査
を
進
め
る
上
に
道
を
示
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
記
述

は
前
後
す
る
け
れ
ど
も
、
個
人
の
力
で
こ
う
い
う
語
の
使
用
例
を
探
す
の
に
は

手
段
が
あ
る
。
む
や
み
に
調
査
対
象
を
広
げ
て
も
、
こ
の
語
は
出
る
も
の
で
な

い
。
む
し
ろ
こ
う
い
う
見
通
し
が
立

っ
た
か
ら
読
本
に
中
心
を
お
く
と
い
っ
た

こ
と
も
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
明
治
後
半
以
後
の
よ
う
に
一

般
用
語
と
し
て
新
聞
や
雑
誌
や
そ
の
他
の
著
述
に
出
る
よ
う
に
な
れ
ば
だ
め
だ

が
、
源
流
を
探
る
段
階
で
は
役
立
つ
の
で
あ
る
。
漢
字
漢
語
の
影
響
下
に
わ
れ

わ
れ
は
語
を
使
い
文
を
作
る
が
、
古
来
か
ら
の
に
対
し
、
中
世
に
入
っ
た
禅
宗

系
の
要
素
と
、
近
世
に
入
っ
た
近
代
白
話
文
の
要
素
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が

あ
る
。

（前
者
に
つ
い
て
は
雄
山
閣
の
講
座

「禅
」
第
六
巻
昭

一
六
井
原
徹
山

氏
の
も
の
が
手
引
き
に
な
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
麻
生
磯
次
博
士
の

「江
戸

文
学
と
中
国
文
学
」
参
照
）
例
え
ば
江
戸
時
代
の
儒
者
の
仮
名
交
り
文
に
は
こ

う
い
う
要
素
は
少
な
い
と
か
、
誰
そ
れ
は
多
い
と
か
、
各
人
の
文
体
の
問
題
に

な
る
。

「椿
事
」
は
こ
の
最
も
新
し
い
要
素
と
同
列
な
の
で
あ
る
。

か
く
て
馬
琴
か
そ
の
周
辺
へ
注
意
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点

、
既
述
の
よ
う
に
ま
だ
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
が
、
き
め
こ
ま
か
く
、

「椿
」

と

「珍
」
と
の
使
い
分
け
な
ど
も
含
め
て
見
て
ゆ
け
ば
と
思
う
。
馬
琴
は
和
漢

の
古
典
の
知
識
を
使
い
過
ぎ
る

（当
時
の
学
界
の
水
準
か
ら
や
む
を
得
な
い
が

、
相
当
の
誤
り
を
含
む
）
が
、
だ
か
ら
こ
れ
も
こ
の
個
人
の
誤

っ
た
創
意
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
が
、
今
は
、
わ
ざ
と
言
わ
な
い
。

ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
末
期
の
用
例
が
沢
山
あ
る
た
め
か
、
例
は
多
く

な
く
て
も
影
響
力
を
も
つ
人
の
使
用
の
た
め
か
、
同
じ
系
列
の
人
々
の
間
で
使

わ
れ
て
明
治
に
至
る
。
そ
の
力
が
遂
に
新
聞
か
雑
誌
に
と
ど
き
、
マ
ス
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
乗

っ
た
た
め
に
大
正
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う

な
れ
ば

「椿
」
が
ツ
バ
キ
で
あ
る
こ
と
は
変
で
あ

っ
て
も
、
二
字
つ
づ
く
と

一

語
に
な
っ
て
独
特
の
意
味
と
語
感
と
が
定
着
し
た
の
で
あ
る
。

大
正
十
二
年
の
常
用
漢
字
制
定
の
時
か
、
も
う
少
し
後
の
機
会
か
記
憶
に
な

い
が
、
新
聞
が

「椿
事
」
を

「珍
事
」
に
改
め
だ
し
た
時
、
ど
う
も
落
ち
つ
か

な
い
印
象
を
も

っ
た
。
つ
い
で
昭
和
二
十

一
年
か
ら
の
一
連
の
言
語
施
策
は
そ

の
前
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
力
を
も

っ
た
か
ら
、
い
ず
れ
は
死
語
に
扱
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
字
だ
け
を

「珍
」
に
改
め
て
も
表
現
力
が
弱
い
の
で
、
チ

ン
ジ
と
い
う
語
自
体
も
使
わ
れ
な
く
な

っ
て
ゆ
く
ら
し
い
。

し
か
し
、
こ
う
い
う
外
部
的
な
力
に
対
し
個
人
の
内
に
も
つ
力
も
注
意
す
る
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要
が
あ
る
。
た
ま
た
ま
昭
和
二
十
年
代
に
、
折
に
ふ
れ
目
に
触
れ
る

「椿
事
」

を
メ
モ
し
た
こ
と
が
あ
る
。
年
月

・
誌
名

◆
筆
者

。
頁

（
メ
モ
に
欠
け
る
の
も

あ
る
）
の
順
に
続
け
て
記
し
と
め
る
。

二

一
・
七
　
文
芸
春
秋
　
石
川
淳
　
一
一
七
　
／
二
一
。
一
一　
展
望
　
中

谷
宇
吉
郎
　
／
三
二
。
一　
象
徴
　
辰
野
隆
　
七
三
　
／
二
二

・
二
　
人
間

野
上
弥
生
子
　
ユハ
四
　
／
二
三

・
九
　
文
芸
春
秋
　
田
口
二
郎
　
／
二
三

。
一

〇
　
望
郷
　
長
野
右
京
　
九
四
　
／
二
四

ｏ
三
　
新
潮
　
佐
藤
信
衛
　
一二
一

／
二
六
・
六
　
思
想
　
南
博
　
五
八
　
／
二
六
。
一
〇
　
文
芸
春
秋
　
一
八

／
二
六
。
一
二
　
群
像
　
一
〓
一六
　
／
二
七

ｏ
九
　
文
芸
春
秋
　
相
良
守
峰

三
四
　
／
二
八

・
一　
文
芸
春
秋
　
西
村
孝
次
　
一
一
〓

一

こ
の
あ
と
続
か
な
い
の
は
こ
う
い
う
雑
誌
を
手
に
す
る
機
会
が
減

っ
た
た
め

で
あ
る
が
、
多
分
戦
後
の
言
語
施
策
の
結
果
も
現
わ
れ
て
き
て
い
よ
う
。
し
か

し
最
近
で
も

四

一
・
六
　
旅
　
俵
崩
子
　
六
八
　
／
四
三
・
九
　
一一一口語
生
活
　
　
入
江
徳

郎

（座
談
会
筆
記
）
　

一
一
が
あ
り
、
週
刊
誌
の
表
題
に

（
三
五

・
五
・
一
一

週
刊
現
代
　
四
四

・
七

・
七
　
週
刊
文
春
）
見
え
る
の
は
、
ど
ぎ
つ
い
内
容
と

マ
ッ
チ
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
、
こ
れ
ら
は
日
刊
紙
に
載
る
広
告
に
よ
っ

た
の
で
、
た
ま
た
ま
見
た
前
者
の
現
物
の
表
題
は

「珍
」
で
あ

っ
た
。
ま
た
右

に
筆
者
名
を
挙
げ
た
け
れ
ど
、
座
談
会
記
事
は
ど
う
し
て
作
ら
れ
る
か
知
ら
な

い
し
、
多
分
最
年
少
と
思
わ
れ
る
女
性
の
は
、
わ
ざ
と
お
ど
け
た
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
使
わ
れ
て
い
る
と
か
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
通
覧
し
て
、
理
解
語
彙

と
言

っ
た
わ
け
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（本
学
教
授
）
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