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盛
丘 

由
樹
年 

気
に
な
る
言
葉
の
研
究
（
２
）

① 

さ
お
さ
す
（
棹さ

お

差
す
） 

夏
目
漱
石
『
草
枕
』
の
有
名
な
出
だ
し
―
― 

山
路
を
登
り
な
が
ら
、
こ
う
考
え
た
。 

智
に
働
け
ば
角か

ど

が
立
つ
。
情
に
棹さ

お

さ
せ
ば
流
さ
れ
る
。
意
地
を

通
せ
ば
窮
屈
だ
。
と
か
く
に
人
の
世
は
住
み
に
く
い
。 

著
者
は
、
人
の
世
を
渡
る
に
は
智
と
情
と
意
地
の
バ
ラ
ン
ス

が
微
妙
必
要
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
率
直
に
言
っ
て
、
こ
れ

は
弱
音

よ

わ

ね

で
あ
り
、
嘆
き
だ
。
生
き
づ
ら
さ
を
ぼ
や
い
て
い
る
。

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
人
間
ら
し
い
本
音
が
も
れ
て
お
り
、
名
文
と

し
て
の
評
価
が
高
い
。
で
も
、
比
喩
的
表
現
だ
か
ら
、
こ
の
解

釈
が
な
か
な
か
難
し
い
。
な
か
で
も
「
情
に
棹
さ
せ
ば
流
さ
れ

る
」
と
は
、
ピ
ン
と
こ
な
い
。
情
に
対
し
て
ど
う
い
う
行
為
を

し
て
い
る
こ
と
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
だ
。 

考
察
す
る
と
、
小
説
の
出
だ
し
な
の
に
、
主
語
が
な
い
こ
と

に
気
づ
く
。
主
人
公
の
正
体
を
明
か
な
い
意
味
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
主
語
は
こ
れ
を
考
え
た
本
人
、
つ
ま

り
、
私
あ
る
い
は
自
分
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
容
に
登
場
す
る
の

は
、
一
般
的
な
人
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

れ
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。 

情
と
は
も
ち
ろ
ん
、
情な

さ

け
で
あ
り
、
感
情
で
あ
り
心
情
の
こ

と
だ
。
（
あ
る
辞
書
の
よ
う
に
［
情
＝
主
観
的
な
意
識
］
な
ど

と
説
明
を
加
え
る
と
、
逆
に
難
し
く
な
る
） 

つ
ぎ
の
棹
さ
す

、
、
、
に
注
意
を
要
す
。
棹
さ
す
と
は
、
そ
も
そ
も
、

棹
で
川
や
堀
の
底
を
つ
い
て
小
舟
を
前
進
さ
せ
る
こ
と
だ
。
人

に
よ
っ
て
は
棹
さ
す
を
何
か
に
抵
抗
す
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

持
ち
、
「
情
に
逆
ら
っ
て
行
動
す
る
こ
と
だ
」
と
解
釈
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
広
辞
苑
第
六
版
で
も
、
棹
さ
す
を
引
く
と
、
「
時

流
に
さ
か
ら
う
意
に
誤
用
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
語
釈
さ
れ
て

い
る
。
大
勢
の
人
が
誤
用
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
解
釈
と

し
て
成
立
す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
文
章
を
へ
た
に

曲
解
し
て
は
、
漱
石
先
生
に
失
礼
に
な
る
。
漱
石
先
生
が
誤
用

し
た
と
は
思
え
な
い
。 

私
も
最
初
は
、
棹
さ
す
を
〔
流
れ
に
逆
ら
う
〕
と
い
う
意
味

に
と
ら
え
て
い
た
。
そ
の
解
釈
で
は
、
納
得
の
い
か
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。
情な

さ

け
に
反
し
て
行
動
す
る
と
、
流
さ
れ
る
も
の

だ
ろ
う
か
。 
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む
し
ろ
、
自
分
の
感
情
の
ま
ま
に
行
動
し
た
り
、
人
に
情
け

を
か
け
た
り
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
よ
い
結
果
に
は
な
ら
な
い
。

情
け
を
振
り
切
る
方
が
、
結
果
的
に
よ
い
こ
と
が
多
い
か
ら
、

す
っ
き
り
し
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
『
草
枕
』
の
場
合
は
本

来
の
「
舟
を
前
進
さ
せ
る
」
の
意
味
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る

と
気
づ
い
た
。
漱
石
先
生
は
、
情

じ
ょ
う

の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
く
と

流
さ
れ
る
よ

、
、
、
、
、
、
と
警
告
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
流
さ
れ
る

、
、
、
、
と

は
、
水
難
の
危
険
が
迫
る
こ
と
で
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
情

に
ほ
だ
さ
れ
る
と
、
自
分
の
力
で
は
後
戻
り
で
き
な
い
よ
う
な
、

や
っ
か
い
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
か
ら
、
い
や
な
ん
だ
」
と
、

漱
石
先
生
は
ぼ
や
い
て
い
る
わ
け
だ
ろ
う
。 

 

② 

汚
名
を
そ
そ
ぐ 

人
々
は
名
に
こ
だ
わ
る
。
こ
の
場
合
、
姓
名
や
呼
び
名
で
は

な
く
、
名
声
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
高
ま
れ
ば
名
誉
と
な
る
。

そ
れ
が

蔑
さ
げ
す

ま
さ
れ
る
こ
と
な
ら
ば
、
汚
名
や
悪
名
と
も
な
る
。

人
が
社
会
生
活
す
る
う
え
で
、
名
を
気
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

汚
名
を
着
せ
ら
れ
れ
ば
、
生
き
づ
ら
い
こ
と
に
な
る
。
会
社
が

評
判
を
落
と
せ
ば
、
株
が
下
が
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
株
価
が

そ
の
指
標
に
な
っ
た
り
す
る
。
人
の
場
合
の
指
標
と
な
る
も
の

は
、
賞
罰
で
あ
り
、
好
感
度
、
信
用
度
、
尊
敬
さ
れ
る
度
合
い

な
ど
だ
ろ
う
。
長
の
つ
く
肩
書
き
や
、
選
挙
の
票
数
も
指
標
と

な
る
か
も
し
れ
な
い
。 

漢
字
を
用
い
て
「
汚
名
を
注
ぐ
」
と
書
い
て
は
、
汚
名
に
輪

を
か
け
て
悪
名
に
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
汚
名
を
晴
ら
し
た
い

の
な
ら
、
汚
名
を
濯
ぐ
（
あ
る
い
は
雪
ぐ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
「
そ
そ
ぐ
」
と
「
す
す
ぐ
」
が
、
同
義
語
の
た
め
、
漢

字
を
へ
た
に
当
て
る
と
間
違
い
に
な
る
か
ら
、
恥
と
な
る
。
汚

名
に
関
し
て
は
、
「
汚
名
を
挽
回
す
る
」
と
い
う
誤
用
が
あ
る
。

こ
れ
で
も
、
汚
名
を
晴
ら
し
た
い
気
持
ち
が
伝
わ
る
の
で
、
誤

用
と
は
言
い
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

③ 

他
山
の
石 

「
他
山
の
石
」
の
語
句
を
初
め
て
聞
い
た
と
き
に
は
、
何
の
こ

と
や
ら
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
。
そ
の
う
ち
、
「
他
人
の
失
敗
を

教
訓
と
し
た
い
場
合
」
に
こ
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ

と
に
気
づ
く
。
他
者
（
他
社
）
の
失
敗
事
例
を
教
訓
に
し
た
い

と
き
、
上
位
者
が
下
位
者
へ
「
も
っ
て
他
山
の
石
と
せ
よ
」
な

ど
と
説
教
す
る
も
の
だ
か
ら
、
「
他
人
の
振
り
見
て
わ
が
振
り

な
お
せ
」
と
似
た
よ
う
な
意
味
の
慣
用
句
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。
他
山
の
石
の
場
合
、
艱
難
辛
苦
し
た
の
は
他
人
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

こ
の
出
典
は
、
「
他
山
の
石
以
て

玉
ぎ
ょ
く

を
攻
む
べ
し
」
［
詩
経

小
雅
、
鶴
鳴
］
だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
「
他
山
の
石
で
玉
を
磨
け
」
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と
言
っ
て
い
る
。 

「
玉
を
磨
く
な
ら
、
他
山
の
石
を
使
え
」
と
言
い
換
え
る
こ
と

も
で
き
そ
う
だ
。
よ
そ
の
山
か
ら
出
た
石
は
、
た
と
え
粗
悪
な

も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
分
の
玉
を
磨
く
役
に
は
立
つ
と
い
う
意

味
に
も
な
っ
て
い
る
。 

「
玉
を
磨
く
」
と
は
、
こ
れ
も
比
喩
で
あ
っ
て
、
理
解
す
る
に

は
小
考
が
必
要
だ
。
玉
は
自
己
を
さ
し
て
い
る
。
宝
石
の
原
石

は
、
た
だ
の
石
こ
ろ
に
し
か
見
え
な
い
も
の
が
、
磨
く
こ
と
で
、

輝
き
が
増
し
、
価
値
あ
る
も
の
に
な
る
。
人
も
研
鑽
に
励
み
、

修
行
を
積
め
ば
、
一
人
前
に
な
る
と
い
う
た
と
え
だ
ろ
う
。
「
艱

難
辛
苦
は

汝
な
ん
じ

を
玉
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
も
通
じ
る
。 

自
分
の
山
の
石
で
は
な
く
、
他
山
の
山
の
石
を
使
え
と
い
う

の
は
、
人
の
場
合
、
他
人
と
の
切
磋
琢
磨
が
上
達
に
効
果
的
な

の
だ
か
ら
、
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
。 

 

④ 

か
っ
て 

「
過
去
に
お
い
て
」
と
い
う
意
味
で
「
か
つ
て
」
が
正
し
い
の

だ
が
、
あ
る
辞
書
を
引
く
と
、
話
し
言
葉
で
は
「
か
っ
て
」
に

な
る
こ
と
が
あ
る
と
語
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
昔
は
と
も

か
く
、
近
ご
ろ
で
は
「
か
っ
て
」
を
間
違
い
と
は
言
え
な
く
な

っ
て
い
る
。
他
人
の
原
稿
に
「
か
っ
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
場

合
、
「
か
つ
て
」
と
直
す
よ
う
に
校
注
を
入
れ
た
り
し
た
も
の

だ
が
、
近
ご
ろ
私
は
そ
の
ま
ま
見
て
み
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
。 

 

⑤ 

二
刀
流 

多
く
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
日
本
プ
ロ
野
球
か
ら
近
年

大
メ
ジ
ャ
ー

リ
ー

グ
に
行
っ
た
野
球
選
手
大
谷
翔
平
の
こ
と
を
「
投
打
の
二
刀
流
」

と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
違
う
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
野
球
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
打
席
に
立
つ
こ
と
は
当
た
り

前
の
こ
と
だ
。 

二
刀
流
と
聞
く
と
、
私
に
は
、
彼
が
二
本
の
バ
ッ
ト
を
持
っ

て
打
席
に
立
つ
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
（
冗
談
半
分
）
。
メ
デ
ィ
ア

は
、
大
き
い
刀
を
投
球
に
、
も
う
一
方
の
小
さ
い
刀
を
打
撃
に

た
と
え
て
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
両
方
を
使
い
こ
な
し
て
い
る

か
ら
、
二
刀
流
と
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
。
両

刀
使
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
刀
に
限
ら
ず
に
、
多
面

的
に
活
動
で
き
る
こ
と
を
い
う
か
ら
、
よ
り
よ
く
言
い
当
て
て

い
る
。
し
か
し
、
両
刀
使
い
は
、
あ
る
低
俗
な
意
味
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
連
想
さ
せ
て
は
ま
ず
い
よ
う
だ
。 

二
刀
流
と
は
元
々
は
二
本
の

刀
か
た
な

を
用
い
る
流
儀
で
あ
り
、
伝

説
の
剣
豪
・
宮
本
武
蔵
が
そ
の
典
型
例
だ
。
つ
ま
り
、
大
小
の

両
刀
を
両
手
に
持
つ
剣
術
だ
。
（
大
刀
を
片
手
で
振
り
回
す
の

に
は
そ
う
と
う
腕
力
が
要
る
。
振
り
回
せ
た
の
は
小
刀
だ
け
だ

ろ
う
） 
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大
谷
の
場
合
、
投
手
と
打
者
の
両
方
に
活
躍
が
期
待
さ
れ
て

い
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
野
球
選
手
は
走
攻
守
に
お
い
て
優

れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
攻
守
の
二
つ
が
優
れ
て
い
る

こ
と
は
、
野
手
の
場
合
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
、
両
方
優
れ
て

い
る
選
手
は
何
人
も
い
る
。
し
か
し
、
投
手
の
場
合
は
、
事
情

が
異
な
る
こ
と
は
確
か
だ
。 

プ
ロ
野
球
で
の
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
投
球
を
専
門
と
し
、
投
球

練
習
だ
け
を
し
、
打
撃
練
習
な
ど
し
な
い
の
が
常
識
だ
。
あ
る

意
味
で
怠
慢
な
の
だ
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
は
球
を
投
げ
る
だ
け
で
よ

い
と
割
り
切
っ
て
い
る
。
バ
ッ
ト
を
持
っ
て
打
席
に
入
っ
て
も
、

立
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
あ
る
い
は
わ
ざ
と
空
振
り
し
た
り
し
て
、

ア
ウ
ト
に
な
っ
て
ベ
ン
チ
に
引
き
下
が
る
こ
と
が
当
然
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
打
撃
で
チ
ー
ム
に
貢
献
す
る
こ
と
な
ど
、

ぜ
ん
ぜ
ん
期
待
さ
れ
て
い
な
い
。
観
客
た
ち
も
そ
れ
を
よ
く
わ

か
っ
て
い
る
か
ら
、
ブ
ー
イ
ン
グ
も
し
な
い
。
も
し
も
ピ
ッ
チ

ャ
ー
が
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
打
て
ば
、
椿
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ま
じ
、
バ
ッ
ト
を
強
振
し
た
り
、
塁
間
を
全
力
疾
走
し
た
り

す
る
と
、
投
球
に
影
響
し
て
し
ま
う
か
ら
、
力
を
抜
い
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
投
球
に
集
中
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

大
谷
に
は
両
方
の
素
質
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
走
」
の
方
も
い

い
。
難
し
い
と
さ
れ
る
投
打
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
に
挑
戦
し
て

い
る
。
監
督
や
コ
ー
チ
に
し
て
も
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
絞
る
の

は
、
惜
し
い
素
材
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
打
撃
が
投
球
に

影
響
す
る
リ
ス
ク
も
小
さ
い
と
み
な
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た

と
え
投
げ
る
機
会
が
な
く
て
も
、
指
名
打
者
制
の
リ
ー
グ
な
ら
、

他
の
守
備
に
つ
か
な
く
て
い
い
か
ら
、
指
名
打
者
で
や
っ
て
い

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
も
打
者
で
も
、
そ
こ
活

躍
で
き
る
大
谷
の
場
合
を
表
現
す
る
の
に
、
も
っ
と
適
切
な
言

い
方
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。 

二
刀
流
と
い
う
よ
り
「
一
人
二
役
」
と
言
い
方
が
あ
る
か
ら
、

二
役
流
、
あ
る
い
は
「
二
足
の
草
鞋
を
履
く
」
こ
と
か
ら
、
二

足
流
、
二
つ
の
こ
と
を
追
い
求
め
て
い
る
か
ら
、
二
股

ふ
た
ま
た

流
で
も

よ
さ
そ
う
だ
。 

 

⑥ 

檄
を
飛
ば
す 

檄
を
飛
ば
す
は
、
叱
咤
激
励
す
る
意
に
近
い
。
声
と
と
も
に

つ
ば
も
飛
ん
で
き
そ
う
な
迫
力
が
あ
る
。
檄
と
は
、
告
知
の
た

め
に
木
片
に
書
か
れ
た
文
書
の
こ
と
（
木
簡
）
だ
そ
う
で
、
飛

ば
す
も
の
で
は
な
く
、
本
来
は
手
渡
す
も
の
だ
ろ
う
。
本
来
の

意
味
と
は
曲
折
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
檄
が
投
げ
つ
け
ら

れ
て
そ
の
木
片
が
体
に
当
れ
ば
、
確
か
に
痛
そ
う
だ
か
ら
、
言

葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
は
合
っ
て
い
る
。 

 

⑦ 

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト 
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個
人
出
品
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
近
ご
ろ
ネ
ッ
ト
上
で
盛

ん
に
な
り
、
「
フ
リ
マ
」
と
略
称
さ
れ
て
も
い
る
。
自
分
に
と

っ
て
不
要
に
な
っ
た
も
の
を
出
品
で
き
る
し
、
買
い
た
い
も
の

に
と
っ
て
は
た
く
さ
ん
の
物
の
中
か
ら
容
易
に
探
せ
て
、
安
く

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

で
も
、
売
り
買
い
の
自
由
な

、
、
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
「
フ
リ
ー
」
は
蚤ノ

ミ

（f
l
e
a

）
の
こ
と
で
、
つ
ま
り
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
と
は
「
蚤ノ

ミ

の
市
」
の
こ
と
だ
。
そ
の
名
の
由
来
は

何
だ
ろ
う
。 

推
測
す
る
と
、
昔
の
パ
リ
で
は
ノ
ミ
は
あ
り
ふ
れ
た
虫
で
あ

り
、
人
々
が
ご
っ
た
が
え
す
中
で
商
品
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
見
て

い
る
う
ち
に
、
ノ
ミ
が
移
っ
て
き
て
か
ゆ
く
な
っ
た
り
し
た
も

の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
露
天
の
市
場
を
「
ノ
ミ
の
市
」
と
い
う
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
（
ウ
ソ
に
近
い
想
像
）
。 

な
お
、
若
者
た
ち
向
け
の
「
フ
リ
マ
」
が
、
ネ
ッ
ト
上
で
な

い
、
天
井
の
あ
る
比
較
的
広
い
会
場
で
開
催
さ
れ
る
。
「
文
学

フ
リ
マ
」
な
ど
と
い
い
、
出
品
さ
れ
る
も
の
は
マ
ニ
ア
ッ
ク
な

ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
区
画
さ

れ
た
出
展
エ
リ
ア
で
、
作
者
自
身
が
手
作
り
し
た
作
品
を
、
ほ

と
ん
ど
儲
け
を
度
外
視
し
て
展
示･

販
売
す
る
。
実
演
も
で
き
、

対
面
す
る
よ
さ
が
あ
る
か
ら
、
同
好
の
士
が
集
ま
る
。
情
報
交

換
の
場
に
も
な
る
。 

 

⑧ 

顔
料 

イ
ン
ク
に
は
、
大
き
く
分
け
て
染
料
と
顔
料
の
２
種
類
あ
る
。

絵
の
具
や
、
繊
維
の
染
物
な
ど
に
関
し
て
も
、
同
様
な
種
類
が

あ
る
。
素
材
の
中
に
染
み
込
む
も
の
と
、
単
に
色
素
が
付
着
す

る
も
の
と
が
あ
る
わ
け
で
、
使
い
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
辞
書

に
よ
る
と
、
染
料
は
水
な
ど
に
溶
け
や
す
く
、
素
材
と
化
学
反

応
し
て
染
色
が
落
ち
に
く
く
な
る
も
の
。
顔
料
は
水
に
溶
け
に

く
く
、
素
材
と
化
学
反
応
し
な
い
も
の
と
い
う
。
あ
る
と
き
偶

然
に
、
髪
の
毛
を
染
め
る
方
法
に
も
何
通
り
か
が
あ
る
こ
と
を

知
り
、
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
り
し
た
。 

こ
の
と
こ
ろ
我
が
家
に
あ
る
複
数
の
イ
ン
ク
・
ジ
ェ
ッ
ト
式

の
プ
リ
ン
タ
ー
が
次
々
に
故
障
し
た
の
は
、
イ
ン
ク
の
種
類
を

混
同
し
た
せ
い
だ
ろ
う
か
と
、
少
々
悔
恨
し
て
い
る
。
安
い
イ

ン
ク
を
使
っ
て
い
た
報
い
、
、
な
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
（
そ
の

た
め
、
今
年
の
年
賀
状
は
手
書
き
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
） 

そ
れ
に
し
て
も
、
顔
料
に
な
ぜ
「
顔
」
の
字
が
使
わ
れ
る
の
か
、

不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。 

 
⑨ 
色 

イ
ン
ク
と
い
え
ば
、
色
だ
。
色
に
も
い
ろ
い
ろ

、
、
、
、
あ
っ
て
、
お

も
し
ろ
い
。
特
殊
な
意
味
も
あ
る
か
ら
、
す
み
、
、
に
お
け
な
い
。 
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「
い
ろ
は
」
の
い
ろ
と
は
何
だ
ろ
う
と
思
い
、
改
め
て
調
べ
て

み
る
と
、
手
習
歌
〔
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を
我
が
世
誰
ぞ
常

な
ら
む
有
為

う

ゐ

の
奥
山
今
日
越
え
て
浅
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず
〕

の
色
と
は
、
花
の
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
姿
か
た
ち
を
指
し
て
い

る
の
だ
と
も
解
せ
る
。
色
は
基
本
的
に
、
実
体
が
あ
っ
て
目
に

見
え
る
も
の
を
い
う
が
、
そ
の
手
習
歌
は
匂
い
も
放
つ
と
言
っ

て
い
る
。
匂
い
を
出
す
も
の
は
実
体
が
あ
る
の
で
、
当
然
の
こ

と
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
特
定
せ
ず
、

読
み
手
の
想
像
に
任
せ
て
い
る
。
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
に
歌
の

奥
深
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
ほ
ん
の
さ
わ
り
だ
け
で
も
む
ず

か
し
い
言
葉
の
遊
び
に
な
っ
て
お
り
、
私
が
そ
の
先
を
解
説
す

る
の
は
あ
き
ら
め
よ
う
。 

色
即
是
空
の
色
と
は
、
色
欲
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、

本
当
は
も
っ
と
広
い
範
囲
の
こ
と
を
言
う
ら
し
い
。
つ
ま
り
、

目
に
見
え
る
物
質
の
全
般
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
色
気

の
在
る
も
の
も
、
当
然
な
が
ら
、
含
ま
れ
る
。 

 

⑩ 

水
準 

水
準
点
と
い
え
ば
、
地
学
的
な
、
海
面
の
高
さ
を
基
点
と
す

る
も
の
だ
が
、
水
準
は
拡
大
さ
れ
、
水
と
は
無
関
係
に
標
準
的

な
「
レ
ベ
ル
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
「
水
」
を
付
け
た
方

の
語
調
が
よ
く
な
る
た
め
だ
ろ
う
が
、
私
に
は
水
に
流
せ
な
い

、
、
、
、
、
、

と
こ
ろ
が
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
生
活
水
準
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
生
活
水
の
こ
と

で
は
な
い
。
で
も
、
生
活
水
準
が
高
く
な
る
と
、
水
の
使
用
量

が
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
し
、
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
高
い
階

に
住
む
住
民
は
低
い
階
の
住
民
よ
り
裕
福
な
傾
向
が
あ
る
と
い

う
。 

 

⑪ 

水
増
し 

水
増
し
と
い
っ
て
も
、
水
を
増
や
す
わ
け
で
は
な
い
。
単
に

数
量
を
増
す
こ
と
だ
。
こ
れ
も
「
水
」
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。

数
量
を
多
く
見
せ
か
け
る
た
め
に
不
正
な
操
作
を
行
う
イ
メ
ー

ジ
を
つ
い
て
い
る
。
語
源
が
そ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な

ら
「
見
せ
か
け
増
し
」
と
で
も
書
き
た
い
。 

 

⑫ 

無
数
・
無
量 

無
数
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
し
、
無
数
を
じ
っ
と
見
る
と
、
数
が
無
い
の

だ
か
ら
、
「
ゼ
ロ
」
の
こ
と
か
、
と
思
え
て
く
る
。
無
量
に
し

て
も
、
量
が
な
い
の
だ
か
ら
、
「
な
し
」
と
も
受
け
取
れ
る
。

誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
無
数
を
無
限
大
数
と
で
も
言
い
換

え
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
。 
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⑬ 

格
差 

格
差
と
い
っ
て
も
、
格
の
差
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
に

差
が
あ
る
だ
け
だ
。「
格
」
と
は
無
関
係
な
こ
と
に
も
、
人
々
は

「
格
差
」
と
言
い
た
が
る
。
「
差
」
と
だ
け
言
っ
た
ん
で
は
、

味
気
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
拡
大
解
釈
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言

葉
だ
か
ら
、「
格
差
」
と
書
く
よ
り
「
拡
差
」
と
書
く
方
が
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。 

た
と
え
ば
、
賃
金
格
差
、
所
得
格
差
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

お
金
に
「
格
」
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
の
は
「
額
」

の
違
い
が
あ
る
だ
け
だ
ろ
う
、
と
私
は
思
う
。
だ
か
ら
、
賃
金

額
差

が

く

さ

、
所
得
額
差
と
い
う
ほ
う
が
正
確
だ
ろ
う
。
そ
の
数
値
の

大
小
で
、
ク
ラ
ス
分
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
し
て
人
々
は
、
多
様
性
を
認
め
て
も
、
格
差
を
認
め
た
が

ら
な
い
。
社
会
に
は
、
い
や
が
お
う
に
も
、
格
差
が
厳
然
と
し

て
存
在
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
か
ら
来
た
某
氏
の
よ
う
に
、
強
欲
な

人
が
い
て
格
差
を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
る
。
そ
れ
が
あ
ま
り
大

き
く
広
が
る
と
、
や
っ
か
み
が
強
く
な
る
。
格
差
に
は
、
う
ら

や
ま
し
さ
や
、
ひ
が
み
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。 た

だ
し
、
商
品
に
は
価
格
、
、
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
と
、
お

金
に
も
「
格
」
が
あ
る
わ
け
だ
。
そ
れ
は
通
貨
の
数
値
で
表
さ

れ
る
の
だ
か
ら
、
わ
か
り
や
す
い
。
物
に
は
価
格
が
つ
け
ら
れ

る
が
、
価
格
が
同
じ
で
も
、
人
に
よ
っ
て
そ
の
価
値
の
軽
重
が

あ
り
、
必
要
度
や
期
待
度
に
よ
っ
て
上
下
す
る
と
こ
ろ
が
お
も

し
ろ
い
。 

所
得
格
差
で
い
え
ば
、
分
布
の
広
が
り
が
問
題
に
な
る
。
格

差
が
広
が
っ
た
こ
と
を
示
す
に
は
、
統
計
の
図
表
を
示
せ
ば
わ

か
り
や
す
い
し
、
数
学
的
な
指
標
で
表
現
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。 

ク
ラ
ス
と
い
う
と
、
私
が
高
校
生
の
と
き
、
実
質
的
に
学
力

差
で
ク
ラ
ス
分
け
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
学
力
差
が
、
一

般
的
に
社
会
に
出
る
と
格
差
に
な
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
信
じ

ら
れ
て
い
る
俗
説
、
、
だ
ろ
う
し
、
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
と
し
て
も
、

や
は
り
相
関
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
品
格
や
人
格
を
数
値
で
表
す
こ
と
は
難
し

い
よ
う
だ
。 

 

⑭
「
潜
伏
」
と
「
か
く
れ
」 

「
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
に
は
、
歴

史
学
的
に
厳
密
な
定
義
が
あ
っ
て
、
学
者
や
専
門
家
の
間
で
は

そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
い
る
ら
し
い
。
で
も
、
そ
ん
な
説
明
は

こ
こ
で
は
略
し
た
い
。
潜
伏
と
か
く
れ
の
言
葉
を
使
っ
て
そ
れ

を
区
別
す
る
方
が
お
か
し
い
と
さ
え
私
は
思
う
。
専
門
家
の
間

だ
け
で
し
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。 

今
般
、
世
界
遺
産
の
登
録
で
政
府
や
地
元
が
「
潜
伏
キ
リ
シ
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タ
ン
」
の
名
称
で
申
請
し
た
こ
と
に
私
は
違
和
感
を
持
つ
。
そ

れ
ら
に
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
し
か
な
い
か
ら
、
ど
ち

ら
で
も
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
け
ど
、
一
般
的
に
も
、
か
く
れ
キ
リ

シ
タ
ン
の
方
に
な
じ
み
が
あ
る
。
そ
れ
に
、「
潜
伏
」
の
言
葉
の

イ
メ
ー
ジ
に
は
、
微
妙
な
や
ま
し
さ
が
あ
る
。
語
感
が
悪
い
の

だ
。 潜

伏
に
は
悪
者
が
こ
そ
こ
そ
し
な
が
ら
潜ひ

そ

ん
で
い
る
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
か
く
れ
」
に
は
弱
者
が
権
力
者
の
弾
圧

に
じ
っ
と
耐
え
し
の
ん
で
表
に
出
ら
れ
な
い
風
情
が
あ
る
。
潜

伏
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
逃
亡
し
て
い
る
悪
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
き

ま
と
う
し
、
彼
ら
を
差
別
す
る
雰
囲
気
が
漂
う
。
潜
伏
逃
亡
者
、

潜
伏
ウ
イ
ル
ス
、
潜
伏
期
間
な
ど
、
よ
く
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
用

法
が
多
い
。
潜
伏
し
て
い
た
も
の
が
姿
を
現
し
た
と
き
、
事
件

に
な
る
が
、
か
く
れ
て
い
た
も
の
が
姿
を
現
せ
ば
、
一
安
心
だ

ろ
う
。 

 

⑮
「
わ
る
い
」
と
「
失
礼
」 

自
分
が
失
策
し
た
り
し
て
謝
る
と
き
、
「
わ
る
い
」
と
言
っ
た

り
「
失
礼
！
」
と
言
っ
た
り
す
る
。
一
言
で
謝
意
が
伝
わ
り
、

誤
解
さ
れ
た
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
で
き
れ
ば
過
去
形

で
言
っ
て
ほ
し
い
。
「
悪
か
っ
た
」
「
失
礼
し
た
」
と
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
主
語
を
付
け
て
、「
私
が
悪
か
っ
た
」「
私
が
失
礼
し

た
」
と
す
れ
ば
、
明
確
に
通
じ
る
意
味
に
な
る
。
で
も
、
英
語

で
も
、
「
ｓ
ｏ
ｒ
ｒ
ｙ
」
と
だ
け
簡
略
す
る
こ
と
が
多
い
（
間
投

詞
扱
い
）。 

「
ご
め
ん
」
も
「
御
免
な
さ
れ
」
の
簡
略
形
だ
が
、
さ
ら
に
「
め

ん
」
の
一
言
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
、
ふ
と
思
っ
た
。
剣

道
の
「
メ
ン
！
」
と
紛
ら
わ
し
く
な
る
か
ら
、
余
計
な
こ
と
だ

っ
た
。 

 

⑯ 

Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど 

「
Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
言
い
回
し
に
、
私
は
と、

ま
ど
い

、
、
、
を
覚
え
た
こ
と
が
あ
る
。「
Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ

て
い
る
の
に
、
話
し
手
は
、
Ａ
さ
ん
が
言
っ
た
こ
と
な
ど
を
引

用
し
て
く
る
例
が
ほ
と
ん
ど
だ
。「
な
い
」
と
い
う
否
定
す
る
言

葉
が
、
否
定
で
な
く
な
っ
て
い
る
。「
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
表

現
が
曲
者
な
の
だ
。
「
な
い
」
と
否
定
し
つ
つ
も
、
「
け
れ
ど
」

の
言
葉
で
さ
ら
に
逆
転
さ
せ
て
い
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、

や
や
こ
し
い
。
話
し
手
は
、
否
定
の
否
定
で
肯
定
し
て
い
る
つ

も
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
中
に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の

鍵
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
」
に
省
略
さ

れ
て
い
る
主
語
は
「
私
」
だ
。
私
は
Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
、
と
わ

ざ
わ
ざ
断
り
を
入
れ
て
か
ら
、
Ａ
さ
ん
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
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つ
ま
り
実
質
的
に
、
引
用
す
る
こ
と
の
前
置
き

、
、
、
に
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
言
い
回
し
は
、「
私
は
Ａ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
Ａ
さ

ん
が
よ
く
言
っ
て
い
る
言
葉
を
引
用
す
る
と
…
…
」
と
い
う
文

節
を
一
気
に
省
略
し
た
も
の
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
う
や
く
理
解
で
き
る
。 

ま
た
、「
歌
の
文
句
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
例
も
あ
る
。

話
し
手
が
「
歌
の
文
句
じ
ゃ
な
い
」
と
完
全
否
定

、
、
、
、
し
て
い
る
の

に
、
そ
の
次
の
語
句
と
し
て
、
歌
の
文
句
の
中
か
ら
言
葉
を
引

、
、
、
、

用
す
る

、
、
、
の
だ
か
ら
、
私
と
し
て
は
、
理
解
に
苦
し
む
。 

「
歌
の
文
句
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
歌
の
文
句

を
引
用
す
る
の
か
？ 

お
か
し
い
だ
ろ
！
」
と
厚
切
り
ジ
ェ
イ

ソ
ン
（
ヤ
ン
キ
ー
風
の
外
国
人
タ
レ
ン
ト
）
が
わ
め
き
散
ら
し

そ
う
な
こ
と
だ
。 

こ
と
ば
の
関
係
性
を
無
視
す
る
よ
う
な
、
超
絶
表
現

、
、
、
、
な
の
だ
。

そ
れ
よ
り
「
歌
の
文
句
に
あ
る
よ
う
に
」
と
言
い
換
え
た
ほ
う

が
よ
い
と
私
は
思
う
。
あ
る
い
は
「
歌
の
文
句
だ
け
ど
（
だ
け

れ
ど
）
…
…
」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

⑰ 

塩
対
応 

対
応
の
仕
方
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
神
対
応
が
あ
れ
ば
、

塩
対
応
も
あ
る
。
塩
対
応
と
聞
い
て
中
に
は
「
敵
に
塩
を
送
る
」

対
応
か
、
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

若
い
人
の
間
で
は
、「
塩
辛

し
お
か
ら

い
対
応
を
す
る
」
意
味
に
使
わ
れ
て

い
る
。
お
お
む
ね
上
位
の
人
が
下
位
の
若
い
人
の
ち
ゃ
ら
け
た

言
動
に
対
し
、
い
ま
し
め
た
り
逆
手
に
取
っ
た
り
す
る
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
応
に
塩
味
を
効
か
せ
る
も
の
で

あ
り
、
甘
く
な
い

、
、
、
、
わ
け
だ
。 

若
い
人
に
「
敵
に
塩
を
送
る
」
と
言
っ
た
ら
、
完
全
に
別
の

意
味
に
受
け
取
ら
れ
そ
う
だ
。
あ
る
若
者
「
あ
あ
、
そ
れ
は
、

敵
の
捕
虜
な
ど
を
虐
待
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」 

 


