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情
動
的
感
動
詞
考

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕

感
動
詞
　
応
答
　
情
動
　
遭
遇
　
内
発

〔要
旨
〕

感
動
詞
を
大
き
く
分
類
し
、
情
動
的
反
応
を
表
す
感
動
詞
の
意
味

用
法
を
、
「
泉
」

の
比
喩
を
使

っ
た
モ
デ
ル
で
整
理
す
る
。
そ
し
て
、

「
あ
あ
」
の
よ
う
な
内
か
ら
沸
き
上
が

っ
て
く
る
感
情
を
表
す
内
発

系
感
動
詞
と
、
な
に
か
に
遭
遇
し
た
反
応
で
あ
る
、
「
お
や
」
「
お
つ

と
」
「
わ
あ
、
き
ゃ
あ
」

な
ど
の
遭
遇
系
の
情
動
と
を
分
類
す
る
。

後
者
は
、
未
知
と
の
遭
遇
、
予
想
か
ら
の
逸
脱
、
手
続
き
実
行
上
の

ハ
プ

ニ
ン
グ
、
情
意
変
動
の
大
き
さ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
的
操
作

・
情
動
の
違
い
に
よ
る
使
い
分
け
が
整
理
で
き
る
。
（
８
８
ゝ
ゝ
”脱

稿
）

一
　

は
じ
め
に

感
動
詞
は
、
単
独
で
独
立
的
成
分
と
な
る
と
い
う
点
で
、
特
異
な
語
群
だ
と

言
え
る
。
そ
こ
で
、
従
来
、
感
動
詞
を
め
ぐ

っ
て
は
、
そ
の
構
文
論
的
位
置
付

け
と
、
品
詞
と
し
て
の
感
動
詞
の
定
義
と
分
類
と
い
っ
た
こ
と
が
中
心
に
議
論

さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
山
口

（
８
鍵
）
に
お
い

森

山

卓

良5

（
１
）

て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
感
動
詞
の
特
性
と
し
て
問
題
と
な
る
こ
と
は
、

大
き
く
は
二
点
に
集
約
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。　
一
つ
は
、
そ
れ
だ
け
で

「意
味

が
切
第
」
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
感
動
詞
の

「独
立
性
」
と
い
う
特
質

で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う

一
つ
は
、
実
質
内
容
的
な
意
味
は
な
く
、
も

っ
ば
ら

話
し
手
の
主
観
的
な
把
握
を
表
現
す
る
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る

「辞
」
性
と
い
う
特
質
で
あ
る
。

感
動
詞
が
構
文
論
的
に
独
立
性
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意
味

的
性
質
と
無
関
係
で
は
な
い
。
感
動
詞
は
実
時
間
的
な
話
し
手
の
認
識
上
の
反

応
や
伝
達
上
の
働
き
か
け
な
ど
を
表
す
の
で
あ

っ
て
、
様
々
な
文
脈
状
況
に
即

応
し
て
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
、
機
能
的
な
自
律
性
が
必
要

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
我
々
は
、
ど
う
い
う
状
況
に
お
い
て
ど
う
い
う
感
動
詞
を
使

っ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
易

し
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
言
語
の
論
理
的
側
面
に
関
す
る
分
析
に
く

ら
べ
、
こ
う
し
た
情
動
的
側
面
に
関
す
る
分
析
は
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
情
動
的
な
要
素
を
記
述
す
る
枠
組
み
が
十
分
で
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
構
文
論
上
の
位
置
付
け
や
品
詞
論
と
し
て
の
議
論
は
あ

っ
て

も
、
感
動
詞
の
具
体
的
な
用
法
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
応
答
に
関
す
る
も
の
な

ど
を
除
き
、
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
（従

。
そ
こ
で
ヽ



本
稿
で
は
、
認
知
論
的
な
観
点
を
援
用
し
っ
っ
、
感
動
詞
の
意
味

。
用
法
を
分

析
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
話
し
手
の
主
観
的
な

「情
動
」
の

言
語
的
側
面
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
う
。

一
一　
感
動
詞
の
分
類

ま
ず
考
察
対
象
の
範
囲
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
感
動
詞
は
、　
一
つ
の
単
語

の
中
に
、
文
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
未
分
化
に
内
包
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
内
実
は
必
ず
し
も
均
質
な
も
の
で
は
な
い
。
特
に

「辞
」
的
側
面

と

一
口
に
言

っ
て
も
、
話
し
手
の
情
動
的
側
面
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
も
の
と

伝
達
的
側
面
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
で
は
、
自
ず
と
性
質
に
違
い
が
出

て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
感
動
詞
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
中
心
的
な

機
能
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
整
理
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

①　対他的でない一赫］『・・感］つ詞一一̈一つぉ一一一つぁ一中一一

対他的　　　一一中̈］一一一一一〔一一一一一一一一、

ま
ず
、
そ
の
意
味
の
中
心
が
対
他
的
な
発
話
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
、

感
動
詞
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
こ
の
簡
単
な
判
別
基
準
は
、　
一
人
で
発
話
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。　
一
人
で
も
発
話
で
き
る
も
の
は
、
伝
達
的

側
面
が
意
味
の
中
心
な
の
で
は
な
く
、
情
動
的
側
面
が
意
味
の
中
心
に
な

っ
て

い
る
と
言
え
る
。
ま
ず
、

②
一　
情
動
的
感
動
詞

¨
わ
あ
、
お
お
、
ま
あ
、
げ

っ
、
あ
あ
、
お
や
、
ぁ

れ
、
え

っ

は
、
感
情
、
注
意
な
ど
、
内
的
な
情
動
を
未
分
化
な
ま
ま
発
す
る
も
の
で
あ
る
。

未
分
化
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
使
い
分
け
は
あ
り
、
逆
に
、
情
動
の
根
本
的
な

あ
り
方
を
探
る
手
掛
か
り
に
な

っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

で
詳
し
く
検
討
し
た
い
。
ま
た
、

③
　
掛
け
声

¨
よ
っ
こ
ら
し
ょ
、
う
ん
と
こ
し
ょ
、
ど

っ
こ
い
し
ょ
っ
と

の
よ
う
な

「掛
け
声
」
も
、
広
い
意
味
で
は
あ
る
種
の
情
動
を
表
す
も
の
と
言

え
る
が
、
と
り
わ
け
、
何
ら
か
の
動
作
を
伴
う
上
で
異
質
で
あ
り
、　
一
応
の
区

別
が
で
き
る
。

一
方
、
他
者
に
対
す
る
伝
達
機
能
を
も
つ
も
の
は
、
原
則
と
し
て
一
人
で
発

話
し
て
不
自
然
に
な
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
具
体
的
に
は
、
先
行
発
話
に
対
す

る
機
能
の
違
い
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

④
　
応
答
詞

¨
先
行
文
へ
の
態
度
表
明

¨
は
い
、
い
い
え
、
そ
う
、
え
え

③
　
挨
拶

・
呼
び
か
け

¨
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
設
定

¨
お
は
ょ

う
、
よ
っ
、
ね
え
、
お
お
い
、
お
い
、
な
あ
、

③
　
い
い
淀
み
感
動
詞

¨
発
話
の
時
間
稼
ぎ

¨
あ
あ
あ
、
え
え
、
う
う
ん

ま
ず
、
相
手
の
先
行
発
話
に
対
す
る
態
度
表
明
を
中
心
に
表
す
も
の
が

「応

答
的
感
動
詞

（以
下
、
応
答
詞
と
略
称
と

で
あ
る
。
談
話
進
行
上
の
や
り
と

り
の
標
識
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
の
先
行
発
話
に
対
す
る
積
極
的

な
態
度
表
明
で
は
な
く
、
主
に
対
人
関
係
の
維
持
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
チ

ャ
ン
ネ
ル
の
設
定
な
ど
の
機
能
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
も
の
が
、
「
呼
び

か
け

。
挨
拶
」
で
あ
る

（
た
だ
し
、
「挨
拶
」
は
相
手
の
挨
拶
に
た
い
す
る
応
答

と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
）。　
さ
ら
に
、
中
間
的
な
も
の
と
し
て
、
応
答
で

も
な
く
、
呼
び
か
け
で
も
な
く
、
た
め
ら
い
を
表
す
な
ど
、
発
話
の
間
も
た
せ

の
機
能
だ
け
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
が

「
い
い
淀
み
」
で
あ

る
。
「
い
い



淀
み
」
は
い
わ
ば
時
間
稼
ぎ
の
形
式
で
あ

っ
て
、
文
頭
で
一
種
の
呼
び
か
け
的

な
機
能
を
も
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ま
だ
発
話
の
続
行
を
示
す
機
能
を
も
つ
こ
と

も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
基
本
的
に
は
対
他
的
な
環
境
で
使
用
さ
れ
る
の
が
普
通

だ
と
言
え
る

（
た
だ
し

「
え
え
っ
と
」
の
よ
う
な
思
考
中
の
表
示
は
対
自
的
）
。

も

っ
と
も
、
こ
の
二
類
五
種
の
分
類
は
、
典
型
的
な
用
法
に
よ
る
大
ま
か
な

ク
ラ
ス
わ
け
で
し
か
な
い
。
本
来
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
未
分
化
に
内
包
す
る
感

動
詞
に
お
い
て
、
そ
の
用
法
を

一
義
的
に
決
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
、
か
と
い
っ
て
、
考
察
を
加
え
る
に
当
た
っ
て
感
動
詞
と
し
て

従
来

一
く
く
り
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
こ

で
、
予
備
作
業
と
し
て
、
ひ
と
と
お
り
の
分
類
を
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従

っ
て
、
用
法
上
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
が
り
が
あ
る
。
例
え
ば
、

０
　
あ
れ
蓋
が
閉
ま
ら
な
い
。
（ご
そ
ご
そ
や
っ
て
）
う
ん
、
こ
れ

で

い

い
。

の
よ
う
に
、
応
答
詞
で
も
掛
け
声
的
に
独
り
言
の
環
境
で
使
う
こ
と
が
あ
る
し
、

③
　
Ａ

「僕
は
い
や
で
す
。」
Ｂ

「あ
れ
！
そ
ん
な
こ
と
言
わ
な
い
で
よ
」

の
よ
う
に
、
情
動
的
感
動
詞
で
も
対
他
的
環
境
で
使
え
ば
、
驚
き
の
表
示
と
い

う

一
種
の
応
答
的
用
法
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
感
動
詞
が
表
す
あ
る
種
の
反

応
は
、
伝
達
現
場
で
は
や
は
り
重
要
な
言
語
記
号
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

〓
一　
情
動
的
感
動
詞

三
―

一　
方
法
論
上
の
検
討

感
動
詞
の
中
で
も
、
応
答
詞
は
談
話
運
用
上
の
標
識
と
し
て
、
か
な
り
注
目

さ
れ
て
き
て
お
り
、
研
究
も
進
ん
で
き
て
い
る
。
そ
の
点
、
研
究
の
必
要
性
が

あ
り
な
が
ら
も

っ
と
も
研
究
が
遅
れ
て
い
る
の
は
、
情
動
的
感
動
詞
の
意
味
用

法
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
以
下
、
特
に
、
こ
う
し
た
情
動
的
な
意
味
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
。
こ
の
研
究
が
意
味
論
の
研
究
の
中
で
も
特
に
遅
れ
て
い
る
こ

と
の
理
由
に
は
、
三
つ
の
こ
と
が
あ
る
。　
一
つ
は
分
析
上
の
モ
デ
ル
が
な
か
っ

た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
「
わ
あ
」
で
あ
れ

「
お
お
」
で
あ
れ
、
他
の
形
式

と

の
共
起
関
係
か
ら
意
味
用
法
を
シ
ン
タ
ク
テ
ィ
ッ
ク
に
規
定
す
る

こ
と

は
ほ

ん
ど
不
可
能
な
の
で
あ

っ
て
、
「
感
動
」
「
驚
嘆
」
「
感
嘆
」
と
い
っ
た
用
語

を

与
え
る
以
上
の
分
析
は
、
確
か
に
難
し
い
と
言
え
る
。
二
つ
目
に
は
、
発
話
状

況
と
言
語
形
式
と
の
相
関
が
、
必
ず
し
も
絶
対
的
な
規
則
性
で
と
ら
え
き
れ
な

い
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
ど
う
い
う
と
き
に

「
わ
あ
」
と
言
い
、
ど
う

い
う
と
き
に

「
お
お
」
と
言
う
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
文
法
的
な
規
則

に
従
う
わ
け
で
は
な
い
。
極
端
に
言
え
ば

「
よ
り
自
然
か
よ
り
自
然

で
な

い

か
」
と
い
う
い
わ
ば
フ
ァ
ジ
ー
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
三
つ
め
に
は
、
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
方
言
差
や
男
女
差
、
年
齢
差
な
ど
の
間

題
も
当
然
深
く
関
与
し
て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
分
析
の
基
準
を
ど
こ
に
置
く
か

は
難
し
い
と
言
え
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
分
析
を
し
て
み
た
い
と
思

う
。
ま
ず
、
情
動
の
モ
デ
ル
と
い
う
べ
き
も
の
を
た
て
て
、
整
理
の
枠
組
み
を

作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ど
う
い
う
状
況
に
お
い
て
典
型

的

に

使
わ
れ
、
ま
た
使
わ
れ
な
い
か
」
を
分
析
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
の
場
合
、

ま
ず
典
型
的
な
用
法
に
着
目
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
未
分
化
な

形
式
で
あ
る
以
上
、
用
法
上
の
広
が
り
を
最
初
か
ら
仮
定
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
る
が
、

分
析
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
は
共
通
語
で
の
最
大
公
約

数
的
な
部
分
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
男
女
差

を
中
心
に
、
適
宜
年
齢
差
、
地
域
差
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
る
範
囲
で
考

え
て
み
た
い
と
は
思
う
が
、
本
格
的
な
変
異
研
究
は
別
の
機
会
に
譲
る
。



〓
下
―
一
一　
　
モ
デ
ル

感
情
と
情
動
の
あ
り
よ
う
を
、
大
き
く
、
「
泉
」
に
た
と
え
る
モ
デ
ル
を
考

え
る
。
内
部
か
ら
感
情
が

「沸
き
上
が
る
」
こ
と
も
あ
れ
ば
、
外
部
か
ら
も
の

が
飛
び
込
ん
で

「心
に
波
紋
を
広
げ
る
」
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
に
注
目
し
た

い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
情
動
を
表
す
い
く
つ
か
の
表
現
に
は
、
そ
う
い
っ
た

メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
と
ら
え
方
が
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。
な
お
、
後
者
の
場
合

で
も
、
泉
に
物
が
投
げ
込
ま
れ
た
時
の
最
初
の
水
面
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
段
階

と
、
物
が
水
底
に
達
し
て
泥
な
ど
が
も
わ
っ
と
沸
き
上
が
る
と
い
う
段
階
と
が

あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
情
意
的
な
反
応
に
も
段
階
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
部
環
境
か
ら
の
刺
激
自
体
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が

考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
情
動
的
感
動
詞
を
、
内
的
な
情
意
が
い
わ
ば

「湧
い
て
出
る
」
タ

イ
プ
の
も
の
と
、
何
か
の
状
況
に
遭
遇
し
て
そ
れ
が
直
接
的
な
き

っ
か
け
と
な

っ
て
急
激
な
情
意
的
変
動
が
お
こ
る
も
の
と
に
大
別
す
る
。
前

者

を

「内

発

系
」
、
後
者
を
「遭
遇
系
」
と
呼
ぶ
。
前
者
は
内
部
で
の
感
情
状
態
の
表
示
、
後

者
は
、
外
部
環
境
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る

一
定
の
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
反
応
、
を

表
す
も
の
と
ま
ず
言
え
る
。

四
　
内
発
系

ま
ず
、
内
発
系
か
ら
み
て
み
る
。
例
え
ば
、

③
　
う
す
曇
り
し
て
北
風
の
吹
き
す
さ
ぶ
朝
で
あ

っ
た
。
眼
を
さ
ま
す
と

す
ぐ
、
ま
だ
床
の
中
に
横
に
な

っ
た
ま
ま
で
麦
原
さ
ん
の
女
房
が
言

っ

た
。「あ

あ
！
い
つ
ま
ン
で
も
此
処
さ
居
ら
れ
た
ら
え

か
べ
な
あ
。
」
（
そ

う
）

と
い
う
場
合
の

「あ
あ
」
は
、
何
ら
か
の
事
態
に
遭
遇
し
た
急
激
な
情
動
的
変

化
を
表
わ
す
わ
け
で
は
な
い
。
心
の
内
か
ら
比
較
的
ゆ

っ
く
り
と
沸
き
上
が

っ

て
く
る
感
情
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、
「あ
あ
」
は
、
典
型
的
な
用
法
で
考
え
る
以
上
、

０

「あ
あ
、
熱
い
」

の
よ
う
に
、
感
覚
を
め
ぐ
っ
て
使
う
場
合
で
も
、
例
え
ば
、
熱
い
缶

コ
ー
ヒ
ー

を
手
に
し
て
暫
く
我
慢
し
て
い
た
よ
う
な
、
い
っ
た
ん
状
況
を
受
け
入
れ
た
場

合
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
点
で
、
遭
遇
系
の

「あ

っ
、
あ
つ
っ
―
」
の
よ

う
な
反
射
的
な
感
動
詞
と
は
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
出
現

箇
所
も
、
感
想

・
詠
嘆
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
出
す
場
合
に
は
、

⑩
　
い
い
気
持
ち
だ
な
あ
、
あ
あ
、

の
よ
う
に
、
文
末
に
位
置
す
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
よ
う

に

「あ
あ
」
と
い
う
感
動
詞
は
、
新
た
な
事
態
と
の
遭
遇
に
お
け
る
急
激
な
反
射

的
反
応
と
は
違
っ
て
、
（
た
と
え
何
ら
か
の
事
態
と
の
遭
遇
を
そ
れ
以
前
に
経

験
し
て
い
た
に
せ
よ
）
内
的
な
情
意
の
動
き
と
し
て
、　
一
定
の
時
間
を
も

っ
て

発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
付
言
な
が
ら
、
こ
う
し
た
内
発

系
の
感
動
詞
の
意
味
は
、
「
な
あ
」
の
よ
う
な
終
助
詞
の
、　
自
己
確
認
的
と
で

も
仮
に
な
づ
け
る
用
法
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
た
だ

し
、
「
な
あ
」
自
体
は
、
新
事
態
に
遭
遇
し
た
後
の
感
想
的
な
反
応
も
表
す
こ

と
が
で
き
、
遭
遇
系
の
感
動
詞
に
も
も
ち
ろ
ん
共
起
で
き
る
）
。

ほ
か
に
、

回

う
―
ん
、
痛
い
。

の

「
う
―
ん
」
よ
う
な
も
の
も
、
突
然
激
痛
が
は
し
っ
た
と
い
う
よ
り
も
が
ま

ん
し
て
い
て
耐
え
切
れ
な
く
な

っ
た
よ
う
な
文
脈
の
方
が
適
切
で
あ
る

（
例
え

ば
ク
ギ
を
踏
ん
だ
り
し
た
場
合
に
は
、
典
型
的
に
は
、
「
あ
、
痛
い
。
」
の
よ
う



に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
「
う
う
ん
」
「
あ
あ
あ
」
の
よ
う
に
伸
ば
し
て
は
言
わ
な

い
。
逆
に
言
え
ば
、
「
う
う
ん
、

痛
い
」
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
持
続
的
な
頭

痛
や
腹
痛
の
場
合
が
典
型
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
。　
何
か
に
感
動
し
て
言
葉

を
失

っ
た
よ
う
な
場
合
の

「
う
―
ん

（
う
う
む
と

な
ど
も
、　
同
様
に
、

内
か

ら
沸
き
上
が

っ
て
く
る
情
動
が
強
く
、
具
体
的
表
現
を
失

っ
て
い
る
状
態
だ
と

言
え
る
。
こ
れ
は
、
い
い
淀
み
と
し
て
の

「
う
―
ん
」
に
も
連
続
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

以
上
、
内
か
ら
沸
き
上
が
る
感
情

・
感
覚
の
状
況
を
未
分
化
に
表
す
、
内
発

系
の
感
動
詞
を
見
た
が
、
形
式
的
に
も
、
こ
れ
ら
に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
音
韻
的
に
、

口
　
あ
あ
、
う
う
ん
、
あ
あ
あ
、

な
ど
ニ
モ
ー
ラ
以
上
の
拍
数
を
も
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。　
一
モ
ー
ラ
の
感
動
詞

に
内
発
的
な
意
味
の
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
通
常
の

内
発
的
な
感
情
感
覚
が
、　
一
定
の
時
間
的
な
幅
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と

か
経
』
は
中
醐
螂
嗽
師
』
い
ど
な
¨
赫
稀
部
町
一
け
れ
ば
、
イ
コ
ニ
シ
テ
ィ
の

五
　
遭
遇
系
感
動
詞

五
―

一　
遭
遇
系
感
動
詞

遭
遇
系
は
、
情
意
変
動
が
何
か
と
遭
遇
し
て
急
激
に
起
こ
る
こ
と
を
表
す
。

遭
遇
系
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
刺
激
に
対
す
る
言
語
主
体
の
反
応
を
表
す
と
言

え
る
。
遭
遇
系
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
も
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
系
列
が
あ

２つ
。

⑬
　
あ
れ
？
う
わ
あ
！
何
だ
こ
れ
は
。

の

「あ
れ
」
よ
う
に
、　
一
次
系
と
し
て
最
初
に
未
知
な
も
の
と
遭
遇
し
た
反
応

が
起
こ
り
、
続
い
て
、
「
う
わ
あ
」
の
よ
う
に
、
二
次
系
と
し
て
そ
れ
に
対
す

る
情
動
的
反
応
が
起
こ
る
と
い
う
順
序
が
考
え
ら
れ
る
。

五
―
二
　
未
知
遭
遇

ま
ず
、　
一
次
系
に
つ
い
て
遭
遇
す
る
状
況
の
質
に
よ
る
違
い
か
ら
検
討
し
て

み
た
い
。
最
初
に
考
え
る
の
は
、
新
情
報
や
新
し
い
事
態
と
の
遭
遇
の
標
識
で

あ
る
。
我
々
は
事
態
の
展
開
に
対
し
て
あ
る
程
度
の
予
想
な
り
見
込
み
を
も

っ

て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
外
れ
る
事
態
や
情
報
と
遭
遇
し
た
場
合
に
、
ま
ず
予
想

外
、
未
知
で
あ

っ
た
と
い
う
反
応
を
示
す
こ
と
が
最
初
に
行
わ
れ
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
は
、
意
識
が
未
知
の
事
態
や
情
報
に
向
け
ら
れ
た
と
い
う
反
応
の
表
示

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

口
　
あ
、
あ
れ
、
あ
ら
、
お
や
、
え

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を

「未
知
遭
遇
」
の
感
動
詞
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
順
序
的
に
は
未
知
遭
遇
の
も
の
は
初
め
に
く
る
。
例
え
ば
、

的
　

「お
父
さ
ん
の
俳
句
で
す
よ
。
ち
く
わ
の
穴

に
蠅
止

ま

る
っ
て

い

う
。
お
父
さ
ん
た
ら
こ
れ
を
載
せ
る
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
活
字
に
す

る
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。」
「
お
や
、
ま
あ
」
（高
円
寺
）

で
は
、
応
答
反
応
の
ま
ず
最
初
に

「
お
や
」
が
位
置
し
、
予
想
し
て
い
な
か

っ

た
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
表
示
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
同
定
さ
れ
た
事
態
に
対
し
て
、
あ
と
の

「
ま
あ
」
と
い
う
情
意
変
動
の
反

応
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
未
知
と
の
遭
遇
と
い
う
反
応
は
、
い
わ
ば
泉
の
水
面

に
も
の
が
投
げ
込
ま
れ
た
と
き
の
水
面
の
波
立
ち
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
第

一
次
の
遭
遇
反
応
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
遭
遇
し
た
事
態
な
い
し
情
報
を
疑
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
も
使

え
、
文
脈
さ
え
合
え
ば
、



⑩
　
あ
れ
？
／
お
や
？
ク
ノぁ
？
／
ぇ
？

の
よ
う
に
、
上
昇
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
上
昇
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
で
使
わ
れ
た
場
合
は
、
ま
さ
に
未
知
の
事
態
や
情
報
に
対
す
る
探

索
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
の
で
あ

っ
て
、
も

っ
と
も
未
分
化
な
疑
間
文
だ

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
「
あ
」
は
、

新
情
報
、
新
し
い
事
態
を
受
け
入
れ
る
方
向
で
の
も

っ
と
も
未
分
化
な
遭
遇
反
応
と
し
て
使
わ
れ
る
。

ｍ
　
由
布
子

「
じ
ゃ
あ
ね
、
フ
ル
ー
ツ
は
半
ぶ
ん
こ
ね
、
あ
と
は
な
に
が

い
い
？
Ｌ

香
織

「湖
、
う
れ
し
い
、
じ
ゃ
、　
ハ
ム
下
さ
い
。
」

由
布
子

「
ハ
ム
ね
、
…
…
あ
！
で
も
、
飯
み
物
な
い
ん
だ
…
…
」（桜

）

の
最
初
の

「あ
」
は
、
相
手
の

「
フ
ル
ー
ツ
は
半
ぶ
ん
こ
ね
」
と
い
う
情
報
に

新
た
に
遭
遇
し
た
こ
と
を
表
し
、
応
答
詞
に
連
続
す
る
が
、
あ
と
の

「
あ
、
で

も
、
飲
み
物
な
い
ん
だ
」
は
、
い
わ
ば

「
思
い
出
し
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
新

情
報
と
い
う
べ
き
も
の
は
ま
だ
活
性
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
記
憶
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、

「
あ
」
は
、

想
起
に
よ
っ
て
未
活
性
の
情
報
に
遭
遇
し
た
場
合
で

も
使
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
遭
遇
す
る
も
の
が
大
変
な
異
常
事
態
で
あ

っ
て
も
、

い
　
（夜
中
目
を
覚
ま
す
と
家
が
火
事
に
な

っ
て
い
る
。）
「
あ
！
大
変
だ
」

の
よ
う
に
、
「
あ
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
あ
」
は
驚
き
、
つ
ま
り
未
知
の

事
態
と
の
遭
遇
に
対
す
る
反
応
と
し
て
最
も
未
分
化
な
形
式
だ
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

⑩
　
あ
ら
、
あ
れ
れ
　
お
や
、
え

な
ど
も
未
知
、
予
想
外
の
も
の
に
対
す
る
遭
遇
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

想
起
し
た
場
合
に
は
使
え
な
い
。
先
の
例
を

「
お
や
」
に
入
れ
替
え
て
、

ｍ
　
香
織

「あ
、
う
れ
し
い
、
じ
ゃ
、　
ハ
ム
下
さ
い
。
」

由
布
子

「
ハ
ム
ね
…
…
お
や
―
で
も
、
飲
み
物
な
い
ん
だ
」

と
言
え
ば
、
直
接
経
験
的
に
自
分
が

「飲
み
物
が
な
い
」
と
い
う
状
況
を
発
見

し
た
よ
う
な
意
味
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。　
こ
こ
か
ら
、
「
あ
ら
、　
あ

れ
、
お
や
」
は
、
未
知
の
具
体
的
な
状
況
に
遭
遇
し
て
、
事
情
を
理
解
し
よ
う

と
い
わ
ば
計
算
し
て
い
る
サ
イ
ン
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、

「
あ
ら

あ
ら
」
、
「
お
や
お
や
」
の
よ
う
な
畳
語
形
に
な
れ
ば
、
こ
と
さ
ら
事
情
の
飲
み

込
み
の
計
算
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
緊

急
事
態
に
接
し
た
時
に
、
「
あ
ら
、
あ
れ
、　
お
や
」
な
ど
と
発
す
れ
ば
、　
ま
だ

事
態
が
飲
み
込
め
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。　
ま
た
、　
そ
の
場
合
に
、
「
あ
ら
あ

ら
、
お
や
お
や
」
な
ど
を
使
う
と
か
な
り
暢
気
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

例

（夜
中
目
を
覚
ま
す
と
家
が
火
事
に
な

っ
て
い
る
。）「
η
あ
ら
あ
ら
！

／
η
お
や
お
や
！
」

本
来
的
に
は
、

「
あ
れ
」
で
は
ア
系
の
指
示
詞
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、　
心
的

距
離
が
遠
い
も
の
と
い
う
反
応
を
表
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
自
分
の
領
域

と
し
て
事
態
を
捕
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
示
と
し
て
使
わ
れ
る
と
言
え

る

（金
水

。
田
窪
８
８
）。

ま
た
、
「
え
」
は
、
事
態
の
存
在
や
情
報
の
受
信
そ
の
も
の
を
疑
う
。
従

っ

て
、
事
態
や
情
報
の
成
立
、
存
在
そ
の
も
の
を
疑
う
よ
う
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強

い
。
そ
れ
で
、
聞
き
返
す
よ
う
な
場
合
、

の
　
Ａ

「
君
が
全
財
産
を
預
け
て
た
あ
の
銀
行
、
業
務
停
止
だ
よ
。
」

Ｂ

「
＊
あ
れ
？
／
え
？
　
本
当
。」

の
よ
う
に
、
「
え
」
の
方
が

一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
例
で
、
「
え
」
を

使

っ
て
、

ｍ
　
由
布
子

「
じ
ゃ
あ
ね
、
フ
ル
ー
ツ
は
半
ぶ
ん
こ
ね
、
あ
と
は
な
に
が



い
い
？
Ｌ

香
織

「え
、
う
れ
し
い
、
じ
ゃ
、　
ハ
ム
下
さ
い
。」

と
言
え
ば
、
そ
の
ま
ま
相
手
の
言

っ
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン

ス
で
は
な
く
、
本
当
に
そ
う
言

っ
た
か
ど
う
か
少
し
疑

っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
出
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
応
答
の
問
題
と
も
深
く

関
連
し
て
い
る
。

五
―
三
　
手
続
き
遂
行
時
の
ハ
プ

ニ
ン
グ

未
知
の
事
態
と
の
遭
遇
と
い
う
点
で
上
述
の
未
知
遭
遇
感
動
詞
と
も
重
な
る

の
で
あ
る
が
、
話
し
手
の
予
想
し
て
い
た
事
態
の
推
移

（仮
に
ス
ク
リ
プ
ト
と

呼
ぶ
）
か
ら
の
逸
脱
を
よ
り
積
極
的
に
表
す
も
の
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
つ

ま
づ
い
て
倒
れ
そ
う
に
な

っ
た
場
合
の

「
お
っ
と
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、

典
型
的
に
は
、
何
ら
か
の
手
続
き
の
実
行
中
に
予
想
外
の
事
態
が
発
生
し
た
こ

と
を
積
極
的
に
表
示
す
る
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
つ
ま
ず
い
た
場
合

な
ど
、
具
体
的
な
動
作

。
手
続
き
の
実
行
中
に
お
い
て
予
想
外
の
事
故
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
「
あ
、
」
の
よ
う
に
、
未
知
遭
遇
系
の
感
動
詞
も
使
え
る
が
、

「
お
っ
と
」
は
予
想
か
ら
の
逸
脱
を
よ
り
積
極
的
に
表
す
。
そ
し
て
、
「
お
っ
と
」

の
場
合
そ
れ
が
修
復
可
能
な
制
御
範
囲
内
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
よ
う
で

あ
り
、
重
大
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
ま
り
な
い
。

こ
の

「
お
っ
と
」
は
疑
間
と
し
て
上
昇
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
使
う
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
り
、
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
事
態
が
あ
き
ら
か
に
予
想
と
は
違
う
推
移
の
仕
方
を
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
と
い
う
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

た
だ
し
、
事
態
と
い
っ
て
も
、
話
し
手
に
と

っ
て
の
事
態
で
な
い
場
合
も
あ

り
う
る
。
野
球
を
観
戦
し
て
い
て
、
外
野
手
が
ボ
ー
ル
を
落
と
す
場
面
で

「
お

っ
と
！
」
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
自
分
が
対
象
に
感
情
移
入
し
て
使
う
場
合

も
あ
る
。
例
え
ば
、

の
　
リ
カ

「
フ
ラ
れ
ち
ま
っ
た
悲
し
み
を
、
破
れ
た
ハ
ー
ト
を
、

エ
ネ
ル

ギ
ー
に
し
て
働
く
ん
だ
」

永
尾
、
手
を
上
め
る
。
「
お
っ
と
、
力
尽
き
た
か
、
永
尾
完
治
！
」

（東
京
）

と
い
う
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
観
察
者
が
観
察
対
象
の
視
点
に
シ
フ
ト
し
た

モ
ー
ド
で
、
事
態
の
推
移
を
計
算
し
、
予
想
外
の
ハ
プ

ニ
ン
グ
の
発
生
を

「
お

っ
と
」
で
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

用
法
的
に
は
、
遭
遇
し
た
事
態
が
意
外
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を

表
示
す
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

の
　
リ
カ

「
ね
ね
、　
コ
ー
ヒ
ー
い
れ
て
き
た
か
ら
」

永
尾

「
い
ま
仕
事
し
て
っ
か
ら

（
と
ち
ょ
っ
と
ム
ッ
と
し
て
る
】

リ
カ

「
お

っ
と
、
他
の
女
か
ら
電
話
が
あ

っ
た
ら
飛
ん
で
行
く
ク
セ

に
、
彼
女
の
誘
い
は
無
視
す
る
か
、
こ
の
男
、
優
し
い
フ
リ
し

て
心
は
悪
魔
で
す
。」
（東
京
）

と
い
う
例
で
は
、
相
手
の
返
答
に
つ
い
て
、
意
外
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
で
あ

る
が
、
相
手
の
反
応
も
含
め
て
話
し
手
の
ス
ク
リ
プ
ト
を
構
成
し
て
お
り
、
予

想
し
た
ス
ク
リ
プ
ト
か
ら
の
逸
脱
を
表
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

語
構
成
的
に
は
、
「
お
」
と

「
っ
と
」
に
一
応
分
解
で
き
る
が
、
「掛
け
声
」

系
の
感
動
詞
で
あ
る
、

い
　
よ
い
し
ょ
っ
と
、
ど

っ
こ
ら
し
ょ
っ
と

（
５
）

と
同
じ
よ
う
に
、
「
っ
と
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。　
こ
れ
ら
の
掛
け
声
に
共
通
す

る
の
は
主
体
が
何
ら
か
の
動
作
の
実
行
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、

「
と
」
は
、

動
作
の
様
態
修
飾
と
し
て
の
形
式
で
あ
り
、
「
さ
っ
と
」
の



「
っ
と
」
な
ど
と
本
来
同
じ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
　
　
応
の
度
合
い
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
表
す
感
動
詞
が
あ
る
。
例
え
ば
驚
く
場
合

る
。
た
だ

「
お
っ
と
」
で
は

「
お
」
が

一
音
節
だ
け
で
あ
り
、
意
味
的
に
分
解
　
　
な
ど
、
平
静
さ
を
保
て
な
い
ほ
ど
の
情
動
の
強
さ
な
ら
ば
、

し
に
く
い
。
そ
れ
で
、
特
に
、
手
続
き
実
行
中
の
ハ
プ

ニ
ン
グ
を
表
す
場
合
、
　
　
　
　
∞
　
ぅ
ゎ
ぁ
、
わ
あ
、
う
わ
っ

さ
ら
に
「っと
」
が
つ
い
て
「お
っと
っと
」
と
い
う
形
も
で
き
る
と
思
わ
れ
　
　
な
ど
が
使
わ
れ
総
。）
具
体
的
に
は
、

る
。
こ
の
場
合
、

の
　
お

っ
と

っ
と
、
こ
け
そ
う
に
な

っ
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
他
の

「
っ
と
」
系
の
感
動
詞
と
同
様
、
発
話
者
自
身
の
動
作

の
実
行
中
に
お
け
る
ハ
プ

ニ
ン
グ
の
発
生
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
。
付
言

な
が
ら
、
事
態
修
復

へ
の
努
力
が
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
表
示
と
し
て
、

「
っ
と

っ
と
」
を
続
け
て
言
う
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
い
い
淀
み
を
表
す

「
え
え

っ
と
」
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
内

的
な
情
報
検
索
な
い
し
、
計
算
の
実
行
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
示
だ
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
あ
え
て
前
述
の

「
え
」
と
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、

事
態
の
心
的
な
把
握
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
と
と
し
て
、

そ
の
心
的
な
把
握
作
業
進
行
上
の
手
続
き
実
行
中
と
い
う
注
釈
と
し
て
位
置
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
語
構
成
的
な
分

析
は
今
後
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

五
―
四
　
情
意
変
動
そ
の
も
の
の
表
示

五
―
四
―

一
　

一
定
の
水
準
を
越
え
た
も
の

次
に
、
二
次
系
と
し
て
、
遭
遇
に
よ
る
情
意
変
動
そ
の
も
の
の
大
き
さ
を
表

す
も
の
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
泉
に
何
か
が
投
げ
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
底
か

ら
泥
な
ど
が
水
中
に
浮
遊
し
て
広
が

っ
て
行
く
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
遭
遇
反
応

と
し
て
情
意
的
な
変
動
が
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
に
は
男
女
差
な

ど
も
大
き
い
。
ま
ず
、
情
動
要
因
の
刺
激
と
し
て
の
強
い
こ
と
、
あ
る
い
は
反

閉
　
美
紀
、
良
明
の
手
か
ら
ホ
ー
ス
を
奪
い
、
良
明
の
顔
に
水
を
掛
け
る
。

良
明

「
う
わ
っ
！
よ
せ
、
よ
し
な
さ
い
っ
て
」
（宇
宙
）

の
よ
う
に
、
物
理
的
な
状
況
や
、

い
　
君
子

「好
き
に
し
た
ら
い
い
が

ね
。
ネ
エ
、
朝

ご

は

ん
ど

う
す

る
？
Ｌ

良
明

「
う
わ
―
っ
、
そ
の
セ
リ
フ
久
し
ぶ
り
に
き
い
た
な
ァ
」

君
子

「何
喜
ん
で
る
の
。
ど
う
す
る
の
？
も
し
出
掛
け
る
ん
な
ら
用

意
し
な
い
け
ど
」
（宇
宙
）

の
よ
う
に
、
相
手
の
言

っ
た
情
報
に
遭
遇
し
て
驚
く
な
ど
、
こ
れ
ら
は
一
定
以

上
の
強
い
情
意
的
変
動
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
言
え
る
。
逆
に
、
町

で
友
人
と
た
ま
た
ま
出
会

っ
た
時
な
ど
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
い
情
意
的
変
動
が
あ

る
と
は
解
釈
さ
れ
な
い
の
で
あ

っ
て
、

い
　
＊
う
わ
あ
、
君
か
。
（
お
お
、
君
か
。）

と
言
う
と
不
自
然
で
あ
る
。

典
型
的
な
女
性
像
と
し
て
の
印
象
を
も
た
せ
る
場
合
に
は
、
「
う

わ
あ
、
わ

あ
」
な
ど
の
代
り
に

「
ま
あ
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
情
動
の

幅
が
大
き
い
に
し
て
も
特
に
強
烈
な
場
合
に
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

（後

述
）
。
例
え
ば
、
味
見
を
し
て
み
る
場
合
で
も
、

側
　
ま
あ
、
お
い
し
い
、

ｍ
　
わ
あ
、
お
い
し
い
！

ω
　
き
ゃ
あ
、
お
い
し
い
！



の
よ
う
に
、
後
の
ほ
う
が
強
烈
な
反
応
を
表
す
と
い
う
序
列
が
あ
り
そ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
情
動
の
幅
が
相
対
的
に
低
い

「
ま
あ
」
は
、

０
　

「
な
お
っ
た
ら
行
け
ば
い
い
、
」

「
ま
あ
！
あ
た
し
が
帰
る
こ
と
を
あ
ん
な
に
制
め
て
い
た
の
に
」

（乗
合
）

の
よ
う
に
、
相
手
の
発
言
に
接
し
て
驚
い
た
よ
う
な
意
味
で
も
使
え
る
。
相
手

か
ら
聞
い
た
情
報
に
遭
遇
し
た
場
合
で
も
使
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
情
動
が
さ
ら
に
強
い

「き
ゃ
あ
」
は
、
単
に
情
動
が
強
い

だ
け
と
い
う
よ
り
も
、
遭
遇
が

「直
接
経
験
的
な
事
態
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
例
え
ば
、
人
の
話
を
聞
い
て
い
て
、

ｍ
　
Ａ

「
先
日
、
同
僚
が
五
人
も
交
通
事
故
に
遭

っ
て
ね
」

Ｂ

「
わ
あ
、
そ
れ
は
大
変
。」

と
い
う
こ
と
は
で
き
る
が
、

⑮
　
Ａ

「
先
日
、
同
僚
が
五
人
も
交
通
事
故
に
遭

っ
て
ね
」

Ｂ
＊

「き
ゃ
あ
、
そ
れ
は
大
変
。
」

の
よ
う
Ｌ
百
う
こ
と
は
一
般
的
で
は
な
い
。
「
き
ゃ
あ
」
は
、
情

動
が

一
定
レ

ベ
ル
を
越
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
情
意
変
動
の
原
因
が
直
接
経
験
し

つ
つ
あ
る
事
態
で
あ
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
と
言
え
る
。
こ
れ
だ
け
の
例
を
も

っ
て
い
う
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
相
対
的
に
情
意
変
動
の
幅
が
お
お
き
い
こ
と

を
表
す
も
の
は
、
遭
遇
す
る
も
の
が
直
接
経
験
的
な
事
態
で
あ
り
、
情
意
変
動

の
幅
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
は
、
遭
遇
す
る
も
の
が
情
報
内
容
で
あ

っ
て
も
か

ま
わ
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
直
接
経
験
の
中
で
も
、
特
に
、
何
ら
か
の
危
険
な
状
況
と
の
遭
遇
の

場
合
に
は
、
有
声
化
し
て

「ぎ
ゃ
あ
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
あ
こ
が
れ
の
歌
手

と
出
会

っ
た
と
き
、

∞
　

「き
ゃ
あ
、
◇
◇
さ
―
ん
」

の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
あ
る
が
、

帥
　

「ぎ
ゃ
あ
、
◇
◇
さ
―
ん
」

の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
遭
遇
系
に
お
い
て
は

「遭
遇
」
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
が
問
題
に
な
る
と
言
え
る
。

Ｒ
レ
イ
コ
フ
含
Ｒ
３
の
よ
う
な

一
種
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
に
は
批
判
も
強

い
が
、
大
き
く
男
女
差
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
女
性
に
お
い
て
、
特
に
強

い
情
意
変
動
を
表
す
も
の
が
多
様
に
分
化
し
て
い
る
と
言

っ
て
い
い
か
も
し
れ

な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
語
の
社
会
文
化
的
な
あ
る
種
の
規
範
に

も
関
連
し
て
、
女
性
の
方
が
感
情
的
な
起
伏
を
豊
か
に
表
現
仕
分
け
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
だ
け
の
例
を
も

っ
て

断
定
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
語
彙
的
な
分
析
の
傾
向
と
し
て

指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

五
―
四
―
二
　
平
静
を
保

っ
た
驚
き

一
方
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
対
し
て
、
情
動
が
強
く
て
も
、
平
静
さ
を
保
て
る

範
囲
内
で
あ
れ
ば
、
男
性
で
は
、

０
　
　
お
お
、
お
っ
、
ほ
う
、

な
ど
が
使
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
お
お
」
「
お
っ
」
は
驚
き
、
「
ほ
う
」
は
意

外
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
示
と
言
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
、

の
　
遂
に
肩
ま
で
す

っ
ば
り
と
藁
で
包
ん
で
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
藁
か

ら
生
え
た
人
形
の
よ
う
な
恰
好
で
あ
る
。
「
お
お
、
暖
か
い
。
暖

か

で

す
。
」

と
ド
ナ
イ
フ
は
藁
を
崩
さ
ぬ
よ
う
に
静
か
に
首
を
婆
さ
ん
の
方

へ
廻
し
た
。

（
と
り
）

と
い
う
状
況
で
は
、
そ
の
場
で
遭
遇
し
た

「暖
か
い
」
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、



一
応
の
平
静
な
反
応
を
し
て
い
る
と
言
え
る
。
も
し
こ
こ
で

「
う
わ
あ
」
を
使

え
ば
、
情
動
が

一
定
以
上
急
激
で
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
な
る
。
た
だ
し
、

「
お
お
」
の
使
い
方
に
は
人
に
よ
る
。ハ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
大
き
い
と
考
え

ら
れ

る
。　
一
定
以
上
の
反
応
を

「
お
お
」
で
表
す
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う

（あ
る
い
は
英
語
の

ま
ｏ
■

の
影
響
な
ど
も
な
い
と
は
言
え
な
い
）
。

で
は
、
平
静
さ
を
保
て
る
範
囲
内
の
情
動
変
化
を
表
せ
る
、
女
性
ら
し
い
表

現
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

「
ま
あ
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、
「
ま
あ
」
は

り
　
交
通
事
故
を
目
撃
し
て
、
「
ま
あ
大
変
！
」

と
い
う
よ
う
に
、
平
静
さ
を
保
て
な
い
場
合
で
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
比
較
的
平
静
さ
を
保
て
る
場
合
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え

ボ
、

国
　

「
マ
マ
、
そ
れ
か
ら
ポ
オ
ル
は
、
あ
た
し
の
靴
の
裏
に
、
ク
ギ
を

一

杯
打
ち
つ
け
た
の
よ
、
駆
け

っ
こ
が
う

ま
く

出

来

る

よ
う

に
っ
て

‥
…
」
「
ま
あ
、
ど
の
お
靴
？
」
（乗
合
）

で
は
、
男
性
な
ら
ば
さ
し
ず
め

「
ほ
う
」
な
ど
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

一ハ
　
応
答
感
動
詞

の
情
動
的
感
動
用
法

応
答
詞
は
情
動
的
感
動
詞
と
相
互
に
交
渉
す
る
。
ま
ず
、
感
動
詞
が
応
答
的

に
使
わ
れ
た
場
合
、

Ｏ
　
Ａ

「君
、
今
度
当
番
だ
よ
。

Ｂ

「
う
わ
あ
／
え
っ
／
あ
ら
、
大
変
だ
」

の
よ
う
に
、
未
知
の
情
報
と
の
遭
遇
を
表
す
点
で
、
「
驚
き
」
の
表
示
と
し
て
、

相
手
の
発
話
が
新
情
報
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る

（
こ
の
点
に

つ
い
て
は
森
山
含
８
３
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
）。

ヽ
逆
に
、
応
答
詞
が
情
動
的
な
反
応
を
表
す
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

０
　
う
ん
、
お
い
し
い
。

で
は
、
刺
激
に
対
す
る

一
種
の
応
答
と
し
て

（
し
か
も
満
足
を
表
す
と
言

っ
て

よ
い
）
「
う
ん
」
と
い
う
応
答
詞
が
情
動
的
反
応
の
表
示
と
し
て
使
わ
れ

て

い

２つ
。少

し
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
違
う
も
の
と
し
て
、
「
い
や
」
の
よ
う
な
応
答
詞

も
情

動
の
変
動
を
表
す
。
こ
の
場
合
、
聞
き
手
が
存
在
す
る
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ

り
、
そ
の
点
で
は
、
基
本
的
に
応
答
的
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
も
そ
も
、

「
い
や
」
は
、
単
に
否
定
的
応
答
を
表
す
だ
け
で
は
な
く
、

回
　
水ヽ
尾

「
（さ
と
み
を
気
に
し
な
が
ら
向
か
い
側
に
す
わ
り
）
…
…
」

松
下

「
い
や
、
風
の
噂
で
聞
い
た
ん
だ
け
ど
さ
」

盛
田

「関
日
、
三
上
と
付
き
合

っ
て
る
っ
て
ホ
ン
ト
か
」
（東
京
）

に
お
け
る
発
話
の
切
り
出
し
の
よ
う
に
、
文
脈
的
不
連
続
に
対
す
る
何
ら
か
の

標
識
と
し
て
も
使
え
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
例
え
ば
、

０
　

「
う
う
む
」
私
は
不
覚
に
も
う
な
り
声
を
立
て
た
。
彼
は
平
然
た
る

様
子
で

「
い
や
、
実
に
、
似
た
と
は
お
ろ
か
、
瓜
を
二
つ
に
、
割
ら

ず
そ
の
ま
ま
…
…
」
（
ひ
ょ
っ
と
こ
）

の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
認
識
と
の
均
質
な
連
続
性
を
保
証
し
な
い
と
い
っ
た

文
脈
的
不
連
続
の
表
示
が
、
あ
る
種
の
驚
き
を
表
す
こ
と
に
も
な
る
。
同
様
に
、

回
　
い
や
あ
、
う
ま
い
。

の
よ
う
な
例
も
、
情
動
の
変
動
が
大
き
く
、
本
来
不
連
続
だ
け
れ
ど
も
つ
い
つ

い
発
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
内
発
系
と
し
て
も
遭

遇
系
と
し
て
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
、
着
目
の
度
合
い
が
高
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
属
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
効
果
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
付
言
な
が
ら
、
情
動
的
感
動
詞
と
応
答
詞
の
こ
う
し
た
相
互
交
渉
の

在
り
方
は
、
品
詞
的
な
範
疇
と
し
て

「感
動
詞
」
と
い
う
範
疇
を
立
て
て
お
く



こ
と
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
と
言
え
る
。

七
　
お
わ
り
に

以
上
、
感
動
詞
を
大
き
く
分
類
し
、
そ
の
中
で
、
特
に
情
動
的
感
動
詞
の
意

味
用
法
を
、
「
泉
」
の
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
な
比
喩
を
使
い
な
が
ら
、
状
況
と

の

関
わ
り
に
着
日
し
つ
つ
分
析
し
て
み
た
。
そ
の
中
で
、
ま
ず
、
内
発
系
の
情
動

と
遭
遇
系
の
情
動
と
を
分
類
し
た
。

内
発
系
の
情
動
的
感
動
詞
は
、
心
の
内
か
ら
比
較
的
ゆ

っ
く
り
と
沸
き
上
が

っ
て
く
る
感
情
を
表
し
、
「
な
あ
」
の
よ
う
な
終
助
詞
の
用
法
と
対
応
が

あ

る

こ
と
、
「
あ
あ
」
「
う
―
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
ニ
モ
ー
ラ
以
上
の
拍
数
を
も
つ

の
が
普
通
だ
と
い
う
こ
と
な
ど
を
観
察
し
た
。
例
え
ば
、
「
う
う
ん
、
お

い
し

い
」
、
と
い
う
場
合
、
急
激
な
情
意
の
変
動
で
は
な
く
、
内
か
ら
そ
う

い
う
感

情
が
沸
き
起
こ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
と
言
え
る
。

遭
遇
系
の
情
動
的
感
動
詞
は
、
情
意
変
動
が
何
か
と
遭
遇
し
て
急
激
に
起
こ

す
こ
と
を
表
す
。
そ
し
て
、
未
知
な
も
の
と
遭
遇
し
た
第

一
次
の
反
応
を
表
す

系
列
と
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
お
こ
る
情
動
的
反
応
を
表
す
系
列
と
に
さ
ら
に

三
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は

「あ
れ
、
ま
あ
」
の
よ
う
に
、
感
動
詞
の

共
起
順
序
に
よ

っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
の
う
ち
、
「
あ
れ
、
お
や
」
な
ど
の
未
知
遭
遇
類
は
、
遭
遇
し
た
事
態
、

予
想
外
、
未
知
で
あ

っ
た
と
い
う
反
応
を
表
す
。
上
昇
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で

使
わ
れ
て
、
未
知
の
事
態
や
情
報
に
対
す
る
探
索
を
表
す
こ
と
も
あ
る
。
未
知

の
事
態
に
遭
遇
し
て
、
事
情
を
理
解
し
よ
う
と
い
わ
ば
計
算
し
て
い
る
サ
イ
ン

で
あ
り
、
処
理
に
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
表
す
場
合
に

「あ
れ
あ
れ
」

の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
あ
る
。
遭
遇
し
た
も
の
が
新
情
報
で
あ

っ
て
も
よ
い

「あ
」
や
応
答
詞
と
関
連
が
深
い

「え
」
な
ど
も
こ
の
類
に
位
置
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
「
お
っ
と
」
の
よ
う
に
、
予
想
外
表
示
と
言
え
る
タ
イ
プ
も
あ

っ
た
。

事
態
の
予
想
外
の
推
移

（
た
だ
し
制
御
可
能
）
に
遭
遇
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
形
態
的
に
は
、
「
っ
と
」
は
何
ら

か
の
動
き
の
遂
行
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
述
べ
た
。

遭
遇
に
よ
る
情
意
変
動
を
表
す
類
で
は
、
そ
の
反
応
の
大
き
さ
が
問
題
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
平
静
さ
を
保
て
な
い
は
ど
の
情
動
の
強

さ
を
表

す

「
う
わ

あ
」
な
ど
の
類
と
、　
一
定
の
範
囲
以
内
で
あ
る
こ
と
を
い
う

「
お
お
」
と
が
分

類
さ
れ
る
。
女
性
の
場
合
に
は
、
ど
ち
ら
に
も
対
応
す
る
も

の
と

し
て

「
ま

あ
」
が
あ
る
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
女
性
の
直
接
経
験
し
た
場
合
の
強
い
反
応

と
し
て

「き
や
あ
」
な
ど
、
男
女
差
も
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
感
動
詞
の
使
い
分
け
は
、
い
わ
ば
最
も
無
意
識
に
近
い
と
こ
ろ
で

あ
り
、
日
常
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

な
り
に
情
報
の
プ
ロ
セ
ス
の
仕
方
に
対
応
し
た
特
性
を
も

っ
て
お
り
、
通
常
、

我
々
は
か
な
り
厳
密
に
使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、

予
想
か
ら
の
逸
脱
、
未
知
の
事
態
と
の
遭
遇
と
い
っ
た
場
面
で
の
心
的
処
理
が

情
意
の
変
動
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
述
べ
て
来
た
の
は
、
現
代
日
本
語
の
分
析
の
枠
組
み
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
も
と
と
し
て
、
今
後
、
方
言
な
ど
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
分
析
や
、

他
言
語
や
古
典
語
な
ど
と
の
対
照
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

注（１
）

従
来
の
議
論
と
し
て
は
、
ま
ず
、
感
動
詞
が
、
構
文
論
的
に
独
立
成
分
な
の

か
並
列
成
分
な
の
か
修
飾
成
分
な
の
か
と
い
つ
た
議
論
が
あ
る
。
構
文
論
と
し

て
こ
う
し
た
独
立
性
の
高
い
形
式
を
ど
う
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
理
論
上
問

題
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
感
動
詞
の
分
類
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。
比



較
的
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
感
情
的
な
も
の
、
呼
び
か
け
的
な
も
の
、
応
答
的

な
も
の
と
い
う
よ
う
な
三
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る

（梅
原
８
が
、
石
神
８
曽
な

ど
）。

（
２
）

感
動
詞
が
独
立
的
だ
と
言
っ
て
も
、
付
加
表
現
が
伴
う
場
合
も
多
い
。
例
え

ば
、
「
い
い
え
、
違
い
ま
す
。」
の

「違
い
ま
す
」
は
実
質
的
概
念
を
表
す
動
詞

だ
が
、
応
答
上
の
付
加
表
現
と
し
て
償
習
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で

一
種
の
標
識
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る

（付
加
表
現
に
つ
い
て
は
森
山
８
８
な

ど
を
参
照
）。

（
３
）

定
延
・
田
窪

（
８
８
）
は
、
音
声
対
話
に
お
い
て
話
し
手
自
身
が
行
っ
て
い

る
心
的
操
作
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
標
識
と
し
て
、
「え
え
っ
と
」
「あ
の
―
」
を
分

析
し
、
前
者
が

「検
索
や
計
算
な
ど
の
た
め
の
予
備
的
な
心
的
操
作
」
に
入
っ

て
い
る
こ
と
を
表
す
の
に
対
し
て
、
後
者
が

「言
語
編
集
と
い
う
、
聞
き
手
の

存
在
を
予
定
す
る
心
的
操
作
を
行
っ
て
い
る
」
際
に
用
い
ら
れ
る
、
と
い
っ
た

分
析
を
し
て
い
る
。
感
動
詞
そ
の
も
の
の
意
味
と
機
能
を
モ
デ
ル
論
的
に
分
析

す
る
点
で
画
期
的
だ
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
る
よ
う
な
情
意
的
な

感
動
詞
の
分
析
は
な
い
。

（４
）

金
水

（８
８
）
は
、
終
助
詞

「ね
」
の
談
話
管
理
上
の
機
能
と
音
声
的
特
徴

の
相
関
に
着
目
し
、　
デ
ー
タ
内
容
の

「
二
値
的
」
（確
認
的
な
機
能
の
場
合
）

か

「量
的
」
（共
通
経
験
や
自
己
確
認
と
い
っ
た
機
能
の
場
合
で
情
意
的
側
面

が
問
題
に
な
る
）
か
の
違
い
が
持
続
の
有
無
に
相
関
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
論
文
は
、
「あ
」
「あ
あ
」
の
よ
う
な
感
動
詞
の
違
い
も
こ
の
違
い
に
相
関
す

る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
内
発
的
な
情
動
は
二
値
的
で
は
な
い

と
い
う
点
で
本
稿
の
主
張
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る

（た
だ
し
、
遭
遇
系
の
場

合
、
持
続
に
よ
っ
て
情
意
が
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
言
え
る
が
、
根
本
に
あ

る
の
は
、
本
稿
で
述
べ
る
よ
う
に
、
各
々
の
感
動
詞
固
有
の
意
味
で
あ
る
）
。

（
５
）
　
「
っ
と
」
に
は
独
り
言
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
よ
う
な
機
能
も
あ
る
。

森
山

（
８
８
）
参
照
の
こ
と
。

（６
）

「あ
あ
」
で
も
、　
Ｌ
Ｈ
と
い
う
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
言
う
場
合
に
は
、　
一

定
水
準
以
上
の
遭
遇
反
応
を
表
す
。
因
み
に
、
Ｈ
Ｌ
Ｈ
と
い
う
イ
ン
ト
ネ
ー
シ

ョ
ン
の
場
合
、
悪
い
こ
と
と
の
遭
遇
を
表
す
。
こ
れ
ら
は
比
較
的
平
板
な
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
内
発
系
の

「あ
あ
」
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
。
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木
一
彦

・
林
巨
樹
編
）
明
治
書
院

レ
イ
コ
フ
ｒ

，
だ
ｏ
喩
”
・
含
８
０
コ
一一呈
ｍと
性
』
げ^
”
●
”
‘
””
ｏ
“
●
０
メ
δ
ヨ

，
■
∽

口
Ｒ
％

（れ
い
の
る
ず
訳
一
九
八
五
）
有
信
堂

〔出
典
〕

宇
宙

¨
『宇
宙
の
法
則
』
旭
井
寧

・
井
筒
和
幸

（映
人
社

『
九
〇
年
鑑
シ
ナ
リ
オ

集
し

桜

¨
『桜
の
園
』
じ
ん
の
ひ
ろ
あ
き

（同
）

東
京

¨
『東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
』
柴
門
ふ
み
（Ｔ
Ｖ
版
シ
ナ
リ
オ
集
　
小
学
館
）

そ
う
¨
『蒼
眠
』
石
川
達
三

（文
芸
春
秋
社

『
芥
川
賞
全
集
し

乗
合

¨
『
乗
合
馬
』
中
里
恒
子

（同
）

―
―
京
都
教
育
大
学
助
教
授
―
―


