
形
容
詞
語
幹
末
の
音
節
の
分
布
を
み
る
と
、
い
か
な
る
音
節
も
そ
の
位
置
に

た
て
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
現
代
の
共
通
語
で
は
語

幹
が
エ
列
音
で
終
わ
る
形
容
詞
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
古

語
で
は
「
ア
マ
ネ
シ
」
「
シ
ヅ
ケ
シ
」
等
少
な
か
ら
す
あ
っ
た
が
、
現
代
語
で

は
「
ア
マ
ネ
ク
」
「
シ
ヅ
ケ
サ
」
等
、
特
定
の
用
法
が
痕
跡
的
に
残
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。

＊
川
上
薬
「
発
音
か
ら
見
た
口
語
形
容
詞
」
（
『
日
本
文
学
論
究
』

2
4
号
八
一
九
六
五
年

四
月
＞
）

語
幹
が
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
で
終
わ
る
形
容
詞
も
数
少
な
い
。
我
々
が
日
常

口
に
す
る
語
の
範
囲
内
で
は
、
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
の
二
語
だ
け

で
あ
る
。
同
義
語
と
い
っ
て
も
よ
い
「
チ
イ
サ
イ
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
か
つ
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
考

え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
語
の
存
在
が
極
め
て
特
異
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ

る。
こ
の
小
論
は
、
こ
の
二
語
及
び
そ
の
連
体
詞
形
「
チ
イ
チ
ャ
ナ
」
「
チ
ッ
チ

は
じ
め
に

「
小
チ
ャ
イ
」

考

ャ
ナ
」
が
、
な
に
ゆ
え
一
般
日
常
に
使
用
さ
れ
る
語
と
し
て
存
続
し
得
る
か
を

考
え
る
。

こ
の
小
論
で
は
、
あ
る
種
の
音
領
と
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
喚
起
さ
れ
る
印

象
と
の
関
係
を
道
具
立
て
と
し
て
、
問
題
を
分
析
す
る
。
そ
の
際
に
参
考
と
な

る
の
が
次
の
論
考
で
あ
る
。

鈴
木
孝
夫
「
音
剖
交
替
と
意
義
分
化
の
関
係
に
つ
い
て
ー
所
謂
清
濁
音
の
対

立
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
言
語
研
究
』

42
号
＾
一
九
六
二
年
＞
）

こ
の
論
文
に
お
い
て
、
「
日
本
語
の
所
謂
清
濁
の
対
立
に
於
て
み
ら
れ
る
心

理
的
な
表
現
的
価
値

(
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
v
a
l
u
e
)

の
対
立
」
が
、
擬
容
語
以
外
の

一
般
の
語
彙
の
中
に
も
広
く
存
在
す
る
こ
と
が
次
の
よ
う
な
実
例
で
指
摘
さ
れ

た。

[
t
a
m
a
/
＾
]
玉
、
球
状
の
も
の

V
ご
/
<
l
a
m
a
/
<
:
ダ
マ
＞

ダ
マ
と
は
粉
な
ど
を
こ
ね
る
時
、
不
手
際
の
た
め
に
出
来
る
粒
状
の
も

の
を
指
す
。
ま
た
天
婦
羅
な
ど
を
揚
げ
る
際
に
こ
ろ
も
の
一
部
が
遊
離
し

吉

見

孝

夫
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球
状
を
な
し
て
浮
び
上
る
も
の
も
言
う
。
す
な
わ
ち
ダ
マ
と
は
タ
マ
の
一

種
で
あ
る
が
歓
迎
さ
れ
な
い
不
必
要
な
タ
マ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
論
考
で
は
i

そ
の
他
「
フ
レ
（
振
れ
）
」
と
「
ブ
レ
」
、
「
ト
リ
（
烏
）
」
と

「
ド
リ
」
、
「
ア
フ
レ
ル
（
溢
れ
る
）
」
と
「
ア
プ
レ
ル
」
等
の
実
例
が
列
挙
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
の
実
例
と
周
到
な
考
察
と
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。

現
代
日
本
語
（
東
京
方
言
）
で
は
擬
容
語
以
外
の
一
般
の
語
に
於
て
、

治
濁
音
は
何
等
表
現
価
を
持
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
語
の
意
昧
に
無
閲
係

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

[
t
a
m
a
/
:
 /d
a
m
a
/
e
t
c
.
の
よ
う
に
同
一
の
指
示
対

象

(
d
e
n
o
t
a
t
u
m
)

を
持
ち
な
が
ら
祖
互
に
対
立
す
る
一
群
の
語
に
於
て

は
、
清
濁
音
は
夫
々
異
な
る
表
現
価
を
持
っ
て
対
立
し
、
語
の
含
蓄
的
意

味
を
区
別
す
る
に
役
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
[

t

/

と
>

d

/

は
示
差
的
と
言
え
る
。
然
し
指
示
対
象
が
同
一
て
あ
る
か
ら
に
は
、
指
示

的
意
味
は
同
一
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
]

t

/

と

K
ミ
は
示
差
凶
で

な
く
、
む
し
ろ
示
同
的
に
機
能
し
て
い
る
と
み
な
し
得
る
。
こ
の
よ
う
な

音
韻
の
対
立
は
同
時
に
二
つ
の
異
な
る
意
味
の
次
元
で
、
相
反
す
る
方
向

に
働
く
と
い
う
二
璽
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
の
分
析
は
次
の
特
徴
を
具
え
て
い
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。

①
清
濁
の
対
立
で
あ
る
こ
と
。
（
こ
の
論
考
で
は
ミ
こ
と
/

d

/

の
対
立
も

示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
含
め
て
。
）

③
対
立
す
る
二
つ
の
形
態
が
存
在
す
る
こ
と
。

③
対
立
す
る
二
つ
の
形
感
が
含
蓋
的
意
味
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
。

後
述
の
議
論
を
先
ま
わ
り
し
て
い
え
ば
、
小
論
で
は
「
小
サ
イ
」
と
「
小
チ

ャ
イ
」
の
語
幹
末
音
節
の
対
立
を
問
題
に
す
る
。
こ
の
対
立
は
清
濁
の
対
立
で

は
な
い
。
つ
ま
り
①
の
条
件
を
み
た
さ
な
い
。
こ
の
二
語
は
③
の
条
件
を
み
た

す
ほ
ど
に
は
意
味
を
異
に
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
同
義
語
と
み
な
し
て
よ

い
。
こ
の
二
点
で
小
論
の
問
題
に
は
、
鈴
木
氏
の
分
祈
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

連
濁
も
ま
た
、
こ
の
分
析
の
適
用
詭
囲
か
ら
、
は
ず
れ
る
。
従
っ
て
「
ア
カ

ダ
マ
（
赤
玉
）
」
「
ク
ス
ダ
マ
（
く
す
圭
）
」
が
「
11
ダ
マ
」
と
い
う
形
を
持
っ

て
い
る
な
か
で
、
「
白
玉
」
が
「
シ
ラ
タ
マ
」
で
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
は
さ
れ

て
も
解
釈
は
つ
け
加
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
を
説
明
す
る
の
が
小
松
英
雄
氏
の
、

表
現
効
果
に
関
す
る
次
の
論
考
で
あ
る
。

小
松
英
糾
「
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
遷
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
語
5
音
韻
』
八
一
九

七
七
年
八
月
＞
）

鉄
ク
ロ
ガ
ネ

[
O
O
O
O
]
[観
・
僧
上
．
―
-
三
6
]

飯
シ
ロ
カ
ネ

[
O
O嶋
•
]
冒
・
僧
上
．
―
-
三
5
]

金
カ
ネ
[
•
鬱
]
[
観
・
僧
上
・
―
ニ
―

-
4
]

（
角
括
弧
内
は
観
智
院
本
類
衆
名
義
抄
の
所
在
を
示
す
ー
|
引
用
者
）
に

お
い
て
、
「
シ
ロ

11
」
と
「
ク
ロ

11
」
と
は
、
と
も
に
低
起
型
ク
活
用
形

容
詞
の
活
幹
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

す
、
「
ク
ロ
ガ
ネ
」
は
連
濁
を
起
こ
し
、
し
か
も
、
「
カ
ネ
」
の
部
分
が

[
●
鴫
1

か
ら

[
I
I
O
O
]
に
変
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
「
シ
ロ
カ
ネ
」

は
辿
濁
を
起
こ
さ
ず
、
ま
た
、
「
カ
ネ
」
の
部
分
も
、
も
と
の
ま
ま
に

[
1
1鬱
•
]
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ク
ロ
ガ
ネ
」
は
十
分
に
熱
合
し
て
い

る
が
、
「
シ
ロ
カ
ネ
」
は
ま
だ
そ
の
段
隋
に
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
「
11
金
」
と
い
う
構
成
か
ら
な
る
諸
語
が
す
べ
て
「
11
ガ
ネ
」

と
な
っ
た
中
に
あ
っ
て
、
こ
の
語
だ
け
は
『
日
葡
辞
害
』
に

'
x
i
r
o
c
a
n
e
'
'

さ
ら
に
下
っ
て
『
和
英
語
林
集
成
』
（
第
三
版
）
に
も
＾
S
H
I
R
O
K
A
N
E
'

と
あ
り
、
「
シ
ロ
ガ
ネ
」
に
な
っ
た
の
は
最
近
の
こ
と
に
属
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
活
に
は
、
頌
推
に
よ
る
連
濁
を
も
担
否
す
る
な
ん
ら
か
の

要
因
烙
強
く
作
用
し
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
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こ
の
小
論
て
問
題
に
す
る
語
は
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
「
チ
イ
チ

ャ
ナ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
ナ
」
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ

ッ
チ
ャ
イ
」
は
「
チ
イ
サ
イ
」
か
ら
、
「
チ
イ
チ
ャ
ナ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
ナ
」
は

「
チ
イ
サ
ナ
」
か
ら
生
じ
て
い
る
。

先
ず
、
こ
の
四
語
の
使
わ
れ
方
が
、
「
チ
イ
サ
イ
」
「
チ
イ
サ
ナ
」
の
そ
れ

と
、
ど
う
異
な
る
か
を
内
省
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
。

①
メ
タ
言
語
の
レ
ベ
ル
で
の
使
用
を
除
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い

て
も
、
「
チ
イ
サ
イ
」
と
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
と
を
、
「
チ
イ
サ

2
 

く
、
輝
く
よ
う
な
八
白
さ
＞
の
印
象
が
、
「
カ
ネ
」
の
濁
音
化
に
よ
っ
て
生

、
、
、

ず
る
よ
ご
れ
を
披
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
濁
音
の
も
つ
表
現
効
果
に
つ
い

て
こ
こ
に
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
要
す
る
に
、
八
白
き
金
＞
と
い
う

語
構
成
意
識
が
連
濁
を
阻
み
、
そ
し
て
ー
|
‘
そ
の
後
の
時
期
に
お
け
る

徴
証
を
求
め
得
な
い
が
、
少
く
と
も
平
安
末
期
ま
で
は
ー
—
、
ア
ク
セ
ン

ト
の
調
整
を
起
こ
し
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
論
に
従
え
ば
、
「
白
玉
」
が
連
濁
を
起
こ
し
て
い
な
い
こ
と
は
容
易
に

晶
明
さ
れ
る
。

「
表
現
効
果
」
は
、
鈴
木
氏
の
分
祈
か
ら
も
れ
る
現
象
の
い
く
つ
か
を
解
釈

す
る
の
に
有
効
と
な
る
可
能
性
を
や
ど
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
の
以
下
の
論
述

も
、
筆
者
は
「
表
現
効
呆
」
の
一
応
用
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
「
詳
述
す
る
余

裕
は
な
い
」
と
自
身
こ
と
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
引
用
だ
け
か
ら
で
は
、

表
現
効
呆
に
何
が
含
ま
れ
何
か
含
ま
れ
な
い
か
は
明
白
で
な
い
。
従
っ
て
以
下

の
論
述
で
は
、
小
松
氏
の
真
意
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
「
表
現
効
果
」

と
い
う
語
の
使
用
は
避
け
る
。

3
 

ナ
」
と
「
チ
イ
チ
ャ
ナ
」
＇
「
チ
ッ
チ
ャ
ナ
」
と
を
祖
互
に
交
換
し
て
も
、
実

質
的
な
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
か
語
感
と
か
を
無

視
す
れ
ば
、
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
は
「
チ
イ
サ
イ
」
と
、
「
チ

イ
チ
ャ
ナ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
ナ
」
は
「
チ
イ
サ
ナ
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
義
語
と

み
な
し
て
よ
い
。

③
書
き
こ
と
ば
と
し
て
は
、
こ
の
四
語
は
通
常
は
避
け
ら
れ
、
「
チ
イ
サ
イ
」

「
チ
イ
サ
ナ
」
が
採
ら
れ
る
。

③
こ
の
四
語
は
成
人
間
の
会
活
に
使
用
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
不
自
然
に
感
じ

ら
れ
な
い
。

④
こ
の
四
語
は
敬
体
の
文
中
に
用
い
て
も
、
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
こ
の
四
岳
は
「
チ
イ
サ
イ
」
「
チ
イ
サ
ナ
」
に
比
較
す
る
と
、

花
格
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
使
用
が
た
だ
ち
に
逃
和
慇
を
聞
き
手

に
与
え
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
書
き
こ
と
ば
と
し
て
は
避
け
ら
れ
る
と
い
っ

た
が
、
用
例
を
捜
す
こ
と
が
で
き
な
く
は
な
い
。

あ
ん
た
は
普
通
の
男
と
ち
ょ
っ
と
迩
ふ
と
思
っ
た
け
ど
—
|
|
ち
っ
ち
ゃ
ぃ

悪
魔
の
や
う
に
女
は
し
や
べ
り
続
け
た
。
（
高
見
順
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』

八
一
九
三
六
年
―
一
月
＞
ー
—
特
選
名
著
複
刻
全
集
近
代
文
学
館
に
よ

る）

ま
た
特
定
の
性
、
特
定
の
階
層
、
特
定
の
年
齢
門
の
み
に
使
用
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
も
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
こ
の
四
語
は
、
使
用
層
を
選
ば
な
い
と
い

う
条
件
を
み
た
す
意
味
で
、
十
分
に
一
般
的
な
語
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」
「
チ
ッ
チ
ャ
ナ
」
の
促
音
を
無
視
す
れ
ば
、
こ
の
四
語
と

ー3
 

「
チ
イ
サ
イ
」
「
チ
イ
サ
ナ
」
の
相
迩
は
語
幹
末
音
節
の
相
追
で
あ
る
。
「
チ
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当
然
こ
の
よ
う
な
改
変
を
行
え
ば
、
ま
と
も
な
日
本
語
と
し
て
、
も
と
の
意

味
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
サ
を
チ
ャ
以
外
の
他
の
ア

列
音
の
音
節
に
お
き
か
え
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
サ
を
ラ
に
お

き
か
え
て
み
よ
う
。

ア
サ
イ
↓
ア
ラ
イ

ク
サ
イ
↓
ク
ラ
イ

.•••••.•••••.•... 

·
·
.
·
．
.
・
・
·
·
•
•
·
.
·
・
・
.
•

..• 
• 
.. ●

 
.

.

 

こ
れ
ら
は
到
底
ま
と
も
な
日
本
語
と
し
て
、
も
と
の
窓
味
を
保
持
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
の
点
て
は
チ
ャ
に
お
き
か
え
る
こ
と
も
、
ラ
に
お
き
か
え
る

こ
と
も
、
異
な
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

し
か
し
チ
ャ
に
お
き
か
え
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
特
微
を
持
つ
。

①
改
変
に
よ
っ
て
も
同
音
異
義
語
と
衝
突
し
な
い
。

③
「
ア
チ
ャ
イ
」
「
ク
チ
ャ
イ
」
等
は
、
甚
だ
舌
足
ら
ず
に
感
じ
ら
れ
る
け

れ
ど
も
、
八
汲
い
＞
．
八
臭
い
＞
等
の
意
味
を
保
持
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

①
・
⑫
は
密
接
に
圏
連
す
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
の
一
っ
で
あ
る
が
、

い
に
関
連
し
て
先
ず
チ
ャ
の
分
布
を
考
え
て
み
た
い
。

チ
ャ
は
、
そ
の
分
布
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
。
通
常
は
外
来
語
・
字
音
諾
．

2
 

3
 

擬
音
語
・
擬
態
語
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
、
い
わ
ば
”
由
緒
正
し
い
II

和
語
に
は

ア
サ
イ
↓
ア
チ
ャ
イ

ク
サ
イ
↓
ク
チ
ャ
イ

イ
サ
イ
」
と
同
様
に
語
幹
が
サ
で
終
わ
る
形
容
詞
に
は
「
浅
イ
」
「
臭
イ
」
等

が
あ
る
。
試
み
に
こ
れ
ら
の
形
容
詞
の
語
幹
末
の
サ
を
チ
ャ
に
お
き
か
え
て
み

よ
う
。

決
し
て
あ
ら
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故

A

形
容
詞
語
幹
末
に
阪
ら
す
、
サ
を
チ
ャ
に
お
ぎ
か
え
て
も
同
音
異
義
語
と

衝
突
す
る
心
配
が
少
な
い
。

B

チ
ャ
は
サ
程
に
は
正
格
で
は
な
い
と
意
識
さ
れ
る
。

五
十
音
図
で
同
じ
行
に
配
置
さ
れ
る
チ
ュ
・
チ
ョ
の
分
布
に
も
同
じ
偏
り
が

み
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
ス
を
チ
ュ
に
、
ソ
を
チ
ョ
に
お
き
か
え
て
も
同
音
異
義

語
と
衝
突
す
る
心
配
が
少
な
い
。
チ
ュ
・
チ
ョ
は
ス
・
ソ
程
に
は
正
格
で
は
な

い
と
意
識
さ
れ
る
。

A
に
関
し
て

『
江
戸
評
判
娘
揃
』
八
明
和
六
年
序
＞
に
次
の
よ
う
な
茶
尽
し
か
あ
る
。

伺
に
を
茶
は
／
＼
と
茶
は
く
わ
し
い
。
茶
か
で
此
く
ら
ゐ
の
娘
盛
は
外
に

御
茶
ら
ぬ
茶
か
い
も
ひ
く
い
も
今
を
茶
か
り
の
お
よ
し
茶
／
＼
と
よ
り
茶

わ
り
に
。
茶
か
介
＼
敷
御
評
判
茶
り
と
は
。
し
茶
は
せ
な
し
ぜ
ん
と
御
名

も
茶
か
く
茶
か
い
町
で
も
。
茶
が
て
狂
言
に
茶
し
ま
せ
う
と
茶
ま
／
＼
見

る
人
は
こ
し
が
ぬ
け
て
茶
ミ
れ
ぬ
と
ぽ
う
ず
あ
茶
ま
を
ぶ
ら
茶
ら
し
て
寝

茶
り
起
き
茶
り
茶
ミ
の
入
道
見
る
ご
と
く
茶
わ
い
せ
う
ね
は
ご
茶
り
ま
せ

ぬ
そ
れ
に
へ
ら
茶
ら
／
＼
と
茶
、
ヽ
ら
む
せ
う
に
口
を
茶
べ
つ
て
あ
茶
ま
を

ち
ゃ

茶
く
い
て
か
茶
を
茶
そ
な
ら
て
ん
て
ん
日
で
り
が
茶
。
茶
し
か
け
て
い
茶

く
ん

茶
ら
ば
杯
と
一
口
唄
で
茶
の
し
ま
れ
ま
す
ひ
や
う
し
に
汲
で
出
す
茶
を
こ

ぼ
し
お
つ
と
か
て
ん
ぢ
や
茶
こ
ほ
し
ま
の
。
弁
天
茶
ま
と
茶
れ
こ
ろ
す

程
。
茶
わ
が
れ
ま
す
茶
か
り
の
娘
は
此
御
茶
屋
外
に
は
な
い
茶
と
申
茶
れ

ま
す
は
茶
て
／
＼
き
つ
ひ
茶
ね
（
（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
廊

蔵
写
本
に
よ
る
。
印
刷
の
便
宜
上
、
漠
字
に
付
さ
れ
た
濁
点
は
省
略
。
）

こ
こ
で
は
ア
（
「
し
茶
は
せ
」
が
、
「
シ
ャ
ワ
セ
」
の
改
変
で
は
な
く
「
シ
ア

ワ
七
」
の
改
変
て
あ
る
な
ら
ば
）
カ
・
サ
・
タ
・
ヤ
・
シ
ャ
等
の
ア
列
音
が
チ
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ャ
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
茶
尽
し
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
の
は
ー
ー

本
来
の
形
に
容
易
に
復
元
で
き
る
の
は
ー
ー
、
同
音
異
義
語
と
衝
突
し
な
い
か

ら
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
茶
尽
し
は
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
三
編
下
八
享
和
四

年
刊
＞
に
も
あ
る
。

そ
こ
で
ち
ゃ
ば
か
り
な
が
ら
。
ど
な
た
も
ち
ゃ
よ
ふ
。
（
中
略
）
ち
ゃ
れ

や
れ
。
ち
や
り
と
は
ち
や
わ
い
も
な
い
こ
と
を
。
ち
ゃ
べ
ら
し
や
る
。
ち

や
つ
き
か
ら
の
ん
だ
は
ち
ゃ
ば
か
り
。
ち
ゃ
と
う
し
ゅ
の
ち
ゃ
け
を
。
ち

や
く
ぷ
く
し
た
お
ぽ
へ
は
ご
ち
や
ら
ぬ
。
わ
る
い
ち
ゃ
れ
だ
（
版
本
に
よ

る）

サ
・
タ
・
ハ
・
ヤ
・
シ
ャ
・
ザ
の
ア
列
音
が
チ
ャ
に
お
き
か
え
ら
れ
て
い

る。B
に
関
し
て

サ
と
比
較
し
て
チ
ャ
が
正
格
で
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
と

き
、
次
の
例
が
そ
の
主
張
の
さ
さ
え
と
な
ろ
う
。

一
利
口
成
者
の
咄
し
に
『
知
叩
犀
デ
と
い
ふ
i

旱
霙
を
そ
ば
に
ゐ
け
る
人
町

そ
う

て
い
ふ
様
は
尤
ち
や
を
立
る
な
れ
共
あ
れ
は
さ
だ
う
と
い
ふ
物
じ
や
惣
じ

ち

ゃ

も

ち

い

る

か

の

て
茶
に
は
さ
と
い
ふ
こ
と
葉
を
用
と
を
し
え
け
れ
ば
彼
者
が
云
そ
れ
は
其

さ
A

や

方
の
申
さ
れ
や
う
無
理
也
さ
と
ち
ゃ
と
同
じ
こ
と
な
ら
ば
笹
屋
の
三
郎
兵

衛
を
茶
／
＼
屋
の
茶
郎
兵
衛
と
い
ふ
て
も
大
事
な
い
か
と
云
た
（
『
軽
口

ち

ゃ

こ

と

り

こ

う

露
が
は
な
し
』
巻
之
一
「
第
五
茶
と
い
ふ
言
を
利
口
に
取
な
を
す
事
」

八
元
禄
四
年
刊
＞
ー
ー
東
京
大
学
霞
亭
文
庫
蔵
本
に
よ
る
）

こ
の
咄
の
面
白
さ
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
た
だ
甲
と
い
う

名
が
乙
と
い
う
別
名
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
咄
の
「
彼
者
」
の
い
い
分
に
は
無
理
が
あ
る
。
「
そ
ば
に
ゐ

け
る
人
」
は
、
「
茶
に
は
さ
と
い
ふ
こ
と
葉
を
用
」
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
の

で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
反
論
す
る
に
は
、
チ
ャ
を
サ
に
お
き
か
え
る
な
ら
ば

不
都
合
が
生
じ
る
事
例
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
彼
者
」
は
「
茶
／
＼

屋
の
茶
郎
兵
衛
を
笹
屋
の
三
郎
兵
衛
と
い
ふ
て
も
大
事
な
い
か
」
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
を
咄
の
作
者
は
「
さ
と
ち
ゃ
と
同
じ
こ

と
な
ら
ば
」
と
い
う
大
雑
把
な
論
理
で
無
理
押
し
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
無

理
を
作
者
が
通
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
茶
／
＼
屋
の
茶
郎
兵
衛
」
が

「
笹
屋
の
三
郎
兵
衛
」
に
変
わ
る
の
で
は
読
者
は
笑
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
咄
の
面
白
さ
は
、
「
笹
屋
の
三
郎
兵
衛
」
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
名
が

「
茶
／
＼
屋
の
茶
郎
兵
衛
」
と
い
う
、
名
前
ら
し
い
形
は
と
っ
て
い
る
が
実
在

し
そ
う
も
な
い
滑
稽
な
名
に
変
じ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
名
の
も
つ
滑
桔
さ
は
‘
―
つ
に
は
チ
ャ
と
い
う
音
に
対
す
る
人
々

の
意
識
に
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

八
浅
い
＞
．
八
臭
い
＞
の
意
味
で
、
「
ア
チ
ャ
イ
」
「
ク
チ
ャ
イ
」
を
使
用

3
 

9
5
 

す
る
の
は
ど
の
様
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
幼
児
の
話
す
言
葉
を
写
す
と

き
で
あ
る
。
ま
た
幼
児
に
対
し
て
話
し
か
け
る
成
人
も
こ
れ
ら
を
使
う
。
形
容

詞
語
幹
末
に
限
ら
ず
、
サ
に
対
応
す
る
幼
児
の
舌
足
ら
ず
な
発
音
を
ー
~
音
声

学
的
に
ど
う
表
わ
さ
れ
る
べ
き
か
は
と
も
か
く
と
し
て
|
ー
‘
我
々
は
し
ば
し

ば
チ
ャ
と
聴
き
取
る
。
ま
た
、
幼
児
に
向
か
っ
て
「
き
ょ
う
は
ち
ゃ
む
い
で
ち

ゅ
よ
（
今
日
は
寒
い
で
す
よ
）
」
と
い
っ
た
り
も
す
る
。
チ
ャ
が
サ
に
対
応
す
る

の
と
平
行
し
て
、
チ
ュ
が
ス
に
、
チ
ョ
が
ソ
に
対
応
す
る
。

＊
こ
れ
が
、
幼
児
の
未
発
達
な
発
声
器
官
の
も
た
ら
す
自
ず
か
ら
な
る
発
音
の
実
相
を

伝
え
て
い
る
と
主
張
す
る
気
は
な
い
。
む
し
ろ
認
で
挙
げ
た
A
.
B
の
特
徴
を
具
え

る
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
が
幼
児
ら
し
さ
を
か
も
し
だ
す
た
め
に
選
ば
れ
た
と
い
う
の

が
事
実
に
近
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
以
下
で
い
う
幼
児
語
と
は
、
幼
児
が
話
す
言
葉
で

あ
る
よ
り
は
、
幼
児
に
向
か
っ
て
話
さ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
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そ
れ
を
ま
ね
て
話
す
幼
児
の
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
対
応
か
ら
推
し
て
、
こ
の
小
論
で
問
題
と
す
る
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
等
の

四
語
は
幼
児
語
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

管
見
に
入
っ
た
、
四
語
の
最
古
例
を
挙
げ
よ
う
。

も
ど

麿
醤
開
づ
れ
に
て
男
貝
の
米
を
う
し
に
つ
け
お
緊
愚
ぉ
さ
め
戻

む

ら

め

う

じ

ん

も

り

ゑ

ま

ど

う

ひ

う

ち

り
か
け
に
と
な
り
村
の
明
神
の
杜
へ
は
い
り
絵
馬
堂
に
こ
し
か
け
火
打
コ

チ
／
＼
む
す
こ
は
う
ろ
／
＼
記
町
を
見
ま
わ
り
即
駅
諏
幻
払
痴
駆
て
ゐ
る

か
ら
こ

ゑ絵
を
見
て
が
て
ん
ゆ
か
ね
ば
と
さ
ん
／
＼
ア
ノ
ち
っ
ち
ゃ
い
唐
子
が
つ
ほか

ら

わ
っ
て
ゐ
る
ゑ
ん
ま
は
何
じ
ゃ
ヤ
親
仁
ど
れ
／
＼
ウ
4
あ
れ
か
あ
り
や
唐

ゑ

ま

じ

り

や

ば

ん

の
十
夜
の
晩
じ
や
（
『
滑
稽
即
興
噺
』
巻
之
五
「
画
馬
」
＾
寛
政
六
年
刊
＞

ー

|

大

東

急

記

念

文

庫

蔵

本

に

よ

る

）

．

こ
の
例
で
は
、
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
]
は
息
子
が
使
用
す
る
語
で
あ
る
。
年
齢
は

不
詳
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
少
年
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
チ
ッ
チ
ャ
イ
」

が
幼
児
語
か
ら
一
歩
ぬ
け
で
た
段
階
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
語
が
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
近
世
後
期
に
は
既
に
、
サ
・
ス

・
ソ
に
対
応
す
る
幼
児
の
発
音
を
、
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
で
表
す
習
慣
が
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
次
の
例
で
推
測
さ
れ
る
。

か
の
ふ
や
ふ
く
ち
ゅ
け
し
ゑ
が
ゑ
と
く
ま
ち
ゅ

十
五
六
の
山
お
ぼ
し
き
も
の
三
歳
ば
か
り
（
中
略
）
徳
「
叶
屋
福
助
。
枠
。
徳
松

出
し
下
女
と
の
小
児
を
つ
れ
来
た
り

（
式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』
四
編
下
＾
文
化
一

0
年
刊
＞
ー
版
本
に
よ

る）
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
等
四
語
が
こ
こ
で
い
う
幼
児
語
か
ら
生
じ
た
こ
と
が
了
解

さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
課
題
は
、
「
ア
チ
ャ
イ
」
「
ク
チ
ャ
イ
」
等
が
幼
児

語
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
等
四
語
が
な
に
ゆ
え

一
般
的
な
語
に
な
り
得
た
か
、
と
な
る
。

ら
カ
ネ
」
は

A
白
さ
＞
の
印
象
故
に
「
シ
ロ
ガ
ネ
」
と
連
濁
す
る
こ
と

幼
児
ら
し
さ
を
表
す
手
だ
て
と
し
て
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
が
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
「
浅
イ
」
を
例
に
と
ろ
う
。

ア
サ
イ
↓
ア
チ
ャ
イ

下
段
は
「
子
供
っ
ぼ
い
」
「
幼
い
」
「
可
愛
ら
し
い
」
と
い
っ
た
語
感
を
伴
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
成
人
間
で
の
使
用
語
彙
か
ら
は
排
除
さ
れ

る。
と
こ
ろ
で
「
子
供
っ
ぽ
い
」
「
幼
い
」
「
可
愛
ら
し
い
」
に
付
随
す
る
印
象

は
、
「
小
さ
い
」
に
つ
き
ま
と
う
印
象
と
重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
。
子
供
は

し
ば
し
ば
「
小
さ
い
」
と
形
容
さ
れ
、
可
愛
ら
し
い
も
の
は
小
さ
い
も
の
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
次
の
例
文
の
場
合
、
「
小
さ
い
」
は
「
幼
い
」
と
ほ
ぽ
同
義

で
す
ら
あ
る
。

コ
ノ
子
が
小
サ
カ
ッ
タ
頃
ハ
、
腕
白
デ
苦
労
シ
マ
ジ
ク
。

「
チ
イ
サ
イ
」
と
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
を
対
比
さ
せ
て
み
よ
う
。

チ
イ
サ
イ
↓
チ
イ
チ
ャ
イ

下
段
は
、
「
子
供
っ
ぽ
い
」
「
幼
い
」
「
可
愛
ら
し
い
」
と
い
っ
た
語
感
を
伴

い
、
結
局
は
そ
れ
故
に
成
人
間
の
使
用
語
彙
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
今
挙
げ
た
語
感
を
伴
う
が
故
に
、
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
は
そ
の
表
す

意
味
に
似
つ
か
わ
し
い
語
形
で
も
あ
る
。
「
チ
イ
サ
イ
」
に
代
え
て
「
チ
イ
チ

ャ
イ
」
と
い
え
ば
、
舌
足
ら
ず
に
は
感
じ
ら
れ
る
が
、

A
小
さ
さ
＞
を
印
象
深

く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
が
ー
—
同
様
に
他
の
三

語
も
・
~
成
人
間
で
も
使
用
し
得
る
語
と
し
て
存
続
す
る
理
由
が
あ
る
と
考
え

4
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チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
を
含
む
語
形
と
意
味
と
の
関
係
に
関
連
し
て
補
足
的
な

屯
柄
を
述
べ
る
。

チ
ャ
マ
・
チ
ャ
ン

ー5
 接

尾
語
の
「
チ
ャ
マ
」
「
チ
ャ
ン
」
が
「
サ
マ
（
様
）
」
「
サ
ン
」
出
自
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
幼
児
語
と
し
て
成
立
し
た
と
推
到
さ
れ
る
こ
と

に
く
だ
く
だ
し
く
説
明
を
加
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
チ
ャ
マ
」
は
し

ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
「
チ
ャ
ン
」
に
は

0

比
較
的
低
年
齢
層
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
成
人
間
に
も
そ
の
使
用

が
み
ら
れ
る
。

0

特
に
親
族
名
祢
に
付
く
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
に
対
す
る
抵
抗
感
が
減
少

す
る
。

と
い
っ
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
「
チ
ャ
ン
」
も
ま
た
、

「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
同
様
、
J

一
般
的
な
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
こ

の
場
合
に
は
、
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
意
味
に
よ
っ
て
「
チ

ャ
ン
」
の
広
い
用
い
ら
れ
方
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
も
う
に
ー
|
文
献
上
に
そ
の
徴
証
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が

|
、
そ
れ
は
親
族
名
称
に
付
く
こ
と
と
関
係
し
て
こ
よ
う
。
家
族
内
で
は
家

＊
 

族
の
最
年
少
者
の
立
場
か
ら
み
た
親
族
名
称
を
使
う
こ
と
が
あ
る
。
子
を
持
つ

親
が
自
身
の
配
偶
者
を
「
オ
ト
ウ
サ
ン
」
「
オ
カ
ア
サ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
。

文
朕
内
の
最
年
少
者
と
は
先
ず
幼
児
で
あ
る
。
幼
児
は
幼
児
語
の
原
則
に
従
っ

て
、
「
サ
ン
」
の
か
わ
り
に
「
チ
ャ
ン
」
を
使
用
さ
せ
ら
れ
る
。
次
に
成
人

5
 

を
拒
否
し
た
。
一
方
「
チ
イ
サ
イ
」
は
そ
の
意
味
故
に
「
チ
イ
チ
ャ
イ
」
の
存

在
を
許
容
し
た
と
い
え
よ
う
。

↓
親
愛
度

一
チ
ャ
ン

(
 

喜

サ
マ
一
サ
ン

は
、
親
族
名
称
の
原
別
に
従
い
、
景
平
少
者
の
立
場
に
立
っ
て
「
チ
ャ
ン
」
を

使
用
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
遥
を
た
ど
っ
て
「
チ
ャ
ン
」
は
家
族
内
で
広
く
親

族
名
称
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
更

に
、
「
チ
ャ
ン
」
は
「
サ
ン
」
に
親
愛
感
・
身
近
さ
を
付
与
し
た
印
象
を
与
え

ら
れ
、
親
族
名
称
に
限
ら
ず
、
特
に
親
し
み
を
込
め
る
場
合
に
成
人
間
で
も
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
に
な
っ
た
。

＊
鈴
木
孝
夫
「
言
語
と
社
会
」
『
岩
波
講
座
哲
学
11
言
語
』
＾
一
九
六
八
年

l
0月
＞

「
サ
マ
」
に
由
来
す
る
「
チ
ャ
マ
」
も
ほ
ほ
同
様
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、

「
チ
ャ
マ
」
は
「
チ
ャ
ン
」
程
に
は
一
般
的
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
親
疎
ヱ

か
か
わ
ら
ず
、
友
人
知
人
を
チ
ャ
マ
づ
け
で
呼
ぶ
こ
と
は
、
は
ば
か
ら
れ
る
。

「
サ
マ
」
と
「
サ
ン
」
と
を
比
較
す
る
と
、
大
づ
か
み
に
は
品
位
の
高
低
と

把
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
サ
ン
」
と
「
チ
ャ
ソ
」
と
を
比
べ
る
と
、
大
雑
把
に
は

親
愛
度
の
高
低
と
把
え
ら
れ
る
。
す
る
と
「
サ
マ
」
「
サ
ン
」
「
チ
ャ
ン
」
の
三

語
を
次
の
よ
う
〉

1

配
牒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
い
て
い
る
場
所
に
「
チ
ャ

マ
」
が
入
る

D

「
サ
マ
」
と
「
サ
ン
」
の
差
を
、
品
位
の
高
低
と
今
把
え
た
が
、
「
サ
ン
」

は
決
し
て
ぞ
ん
ざ
い
な
印
象
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
「
サ
マ
」
の
現
在
の
使

わ
れ
方
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

り
書
簡
類
の
宛
名
に
用
い
ら
れ
る
。

②
商
取
引
上
の
頑
客
を
邁
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
。
（
デ
パ
ー
ト
の
店
内
放

送
な
ど
）
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⑱
そ
の
他
特
に
丁
寧
な
言
葉
遣
い
が
要
求
さ
れ
る
場
で
用
い
ら
れ
る
。

方
の
意
の
「
ア
チ
ラ
サ
マ
」
な
ど
）

要
す
る
に
、
「
サ
マ
」
は
通
常
以
上
の
品
位
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
の
て

あ
り
、
通
常
の
品
位
は
「
サ
ン
」
に
よ
っ
て
十
分
に
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
「
チ
ャ
マ
」
は
過
度
の
品
位
と
親
愛
感
と
を
同
時
に
具
有
す
る
。
し
か
し

過
度
の
品
位
と
は
、
対
象
を
離
れ
た
存
在
と
し
て
遇
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
親

愛
感
と
は
両
立
し
が
た
い
。
「
チ
ャ
マ
」
の
活
府
す
る
余
地
は
そ
れ
故
極
め
て

狭
く
、
「
チ
ャ
ン
」
程
に
は
広
く
使
わ
れ
な
い
。
事
実
「
チ
ャ
マ
」
の
用
い
ら

れ
方
を
考
え
る
と
、
次
の
諸
点
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
だ
ろ
う
。

①
一
部
の
家
庭
で
親
族
名
称
に
つ
け
て
用
い
ら
れ
る
。

③
「
（
オ
）
坊
チ
ャ
マ
」
「
（
オ
）
嬢
チ
ャ
マ
」
の
形
で
稀
に
使
わ
れ
る
c

「一

郎
坊
チ
ャ
マ
」
は
可
能
だ
が
、
「
一
郎
チ
ャ
マ
」
と
は
い
え
な
い
。

③
老
人
に
対
し
て
「
オ
ジ
イ
チ
ャ
マ
」
「
オ
バ
ア
チ
ャ
マ
」
の
形
で
用
い
ら

れ
る
。オ

チ
ョ
ボ
グ
チ

2
 

5
 こ

れ
に
は
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
の
形
も
み
ら
れ
る
。
意
味
の
同
一
、
語
形
の
似

か
よ
り
か
ら
し
て
、
両
者
が
各
々
独
立
に
生
じ
た
可
能
性
は
考
虚
か
ら
は
ず
し

て
よ
か
ろ
う

C

い
ず
れ
か
早
く
に
あ
っ
た
か
は
、
従
っ
て
い
ず
れ
か
ら
他
の
形

が
生
じ
た
か
は
、
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
例
か
ら
は
断
じ
が
た
い
。

ォ
ツ
ボ
グ
チ

V
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ

今
仮
り
に
、
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
か
ら
「
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
」
が
生
じ
た
と
仮
定

し
て
、
筆
者
の
立
場
か
ら
説
明
を
加
え
て
み
よ
う
。

先
に
挙
げ
た
『
浮
世
風
呂
』
か
ら
の
引
用
に
あ
る
「
徳
松
」
に
も
み
ら
れ
る

通
り
、
幼
児
語
で
は
ツ
に
対
応
す
る
発
音
が
チ
ュ
に
き
か
れ
も
す
る
。
幼
児
の

前
で
は
祉
を
「
オ
ク
チ
ュ
」
と
い
っ
た
り
も
す
る
。
「
女
・
子
供
な
ど
の
小
さ （先

く
か
わ
い
ら
し
い

0
」
（
日
本
国
語
大
辞
典
「
お
ち
ょ
ぼ
ぐ
ち
」
の
項
）
て
あ

る
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
が
、
そ
の
「
小
さ
く
か
わ
い
ら
し
い
」
印
象
を
強
め
る
た

め
に
ツ
を
チ
ュ
に
変
え
た
語
形
を
生
み
だ
す
。
オ
ツ
ボ
グ
チ

V
オ
チ
ュ
ボ
グ
チ

の
変
化
で
あ
る
。
「
オ
チ
ュ
ボ
グ
チ
」
の
第
二
音
節
が
前
後
の
母
音
に
同
化
し

て
オ
チ
ュ
ボ
グ
チ

V
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
の
変
化
を
生
じ
た
。

も
し
こ
の
説
附
か
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
は
幼
児
語
を

経
ず
と
も
、
「
小
さ
い
」
「
可
愛
ら
し
い
」
と
い
っ
た
印
象
を
弥
め
る
効
果
を
も

ち
得
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
オ
チ
ョ
ポ
グ
チ
」
か
先
ず
幼
児
語
と

し
て
誕
生
し
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
°

オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
＞
ォ
ッ
ボ
グ
チ

視
行
の
辞
書
の
多
く
は
、
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
か
ら
「
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
」
が
生

じ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
日
本
国
語
大
辞
典
で

は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る

C

お
ち
ょ
ほ
—
ぐ
ち
〖
名
〗
（
「
ち
ょ
ば
」
は
小
さ
い
の
意
（
下
略
）

お
つ
ほ
ー
ぐ
ち
国
壷
口
]
緊
名
〗
「
お
ち
ょ
ほ
ぐ
ち
」
に
同
じ
。
（
下
略
）

今
仮
り
に
、
「
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
」
か
ら
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
が
生
じ
た
と
仮
定

し
て
、
筆
者
の
立
場
か
ら
説
明
を
加
え
て
み
よ
う
。

「
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
」
は
、
「
小
さ
く
か
わ
い
ら
し
い
」
印
象
を
強
め
る
た
め

に
そ
の
第
二
音
節
を
チ
ョ
に
変
え
て
生
ま
れ
た
新
し
い
語
形
と
意
識
さ
れ
る
。

そ
の
元
来
の
古
い
語
形
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
チ
ョ
と
ソ
と
の
対
応
か
ら
考

え
て
、
回
帰
形
と
し
て
候
補
に
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
オ
ソ
ボ
グ
チ
」
で
あ

る
。
「
オ
ツ
ボ
グ
チ
」
も
何
番
目
か
の
候
補
に
は
な
り
得
る
。
た
だ
「
オ
ツ
ボ

グ
チ
」
の
場
合
に
は
、
八
御
壷
口
＞
と
い
う
語
構
成
意
識
、
或
い
は
「
ツ
ボ

ム
」
「
ツ
ボ
メ
ル
」
と
語
根
を
共
有
す
る
と
い
う
意
識
が
手
伝
っ
て
、
結
局

は
「
オ
ソ
ポ
グ
チ
」
が
排
除
さ
れ
た
。
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3

2

 
5
．
で
の
議
論
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
ほ
、
こ
れ
ら

5
 

を
含
む
語
が
幼
児
語
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
特
定
の
印
象
を
も

た
ら
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

擬
態
語
に
、
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
音
節
を
含
む
語
を
捜
す
と
、
「
コ
チ

ョ
コ
チ
ョ
」
「
チ
ョ
コ
マ
カ
」
「
チ
ャ
カ
チ
ャ
カ
」
「
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
」
「
チ
ョ
ボ

チ
ョ
ボ
」
「
ポ
チ
ャ
ポ
チ
ャ
」
「
ボ
ッ
チ
ャ
リ
」
等
、
こ
ま
ご
ま
と
し
て
可
愛
ら

し
い
、
或
い
は
小
さ
い
、
わ
ず
か
で
あ
る
と
い
っ
た
印
象
と
結
び
つ
け
ら
れ
る

語
が
少
な
く
な
い
。
「
チ
ョ
コ
ッ
ト
」
「
チ
ョ
コ
ン
ト
」
「
チ
ョ
ッ
ク
ラ
」
「
チ
ョ

イ
ト
」
「
チ
ョ
ッ
ト
」
「
チ
ョ
ッ
ピ
リ
」
「
チ
ョ
ビ
ッ
ト
」
と
い
う
副
詞
も
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
語
中
の
拗
音
は
、
「
小
チ
ャ
イ
」
の
チ
ャ
の
よ
う
に
サ
行

音
と
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ら
ば
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
音
節

は
、
サ
・
ス
・
ソ
と
対
応
せ
ず
と
も
、
あ
る
特
定
の
印
象
を
も
た
ら
し
得
る
こ

と
に
な
る
。

多
く
の
辞
書
に
従
え
ば
「
オ
チ
ョ
ボ
グ
チ
」
の
「
チ
ョ
ボ
」
は
「
小
さ
い
」

の
意
で
あ
る
と
い
う
。
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
が
そ
れ
自
体
で
ー
＇
ー
幼
児
語
出
自

で
な
く
と
も
、
サ
行
音
と
対
応
せ
ず
と
も
1

特
定
の
印
象
を
も
た
ら
し
得
る

こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
チ
ョ
ポ
」
は
そ
の
表
す
意
味
に
、
似
つ
か
わ
し
い

語
形
だ
と
い
え
る
。

4
 

5

『
大
上
膵
御
名
之
事
』
八
天
正
一
七
年
奥
書
＞
（
以
下
の
引
用
は
群
書
類

従
に
よ
る
）
に
は
、
「
ち
ゃ
ち
ゃ
」
「
あ
ち
ゃ
ち
」
「
あ
ち
ゃ
」
「
あ
ち
ゃ
ち
ゃ
」

と
い
っ
た
女
性
名
が
み
ら
れ
る
。
「
茶
々
屋
の
茶
郎
兵
衛
」
を
滑
替
な
名
だ
と

断
定
し
た
以
上
は
、
こ
れ
ら
の
名
の
存
在
を
無
視
し
て
は
説
得
力
を
欠
こ
う
。

こ
れ
ら
の
名
は
上
脳
に
対
す
る
呼
び
名
で
あ
り
、
決
し
て
滑
稽
な
名
だ
と
は
認

め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
命
名
に
ど
の
よ
う
な
感
情
が
込
め
ら
れ
て
い
た
か
、
今
と
な
っ
て

6
 

は
砲
か
め
る
術
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
手
が
か
り
に
な
り
そ
う
な
記
述
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

一
さ
る
べ
き
人
々
の
召
つ
か
ふ
べ
き
女
房
の
し
だ
い
。
上
ら
う
お
さ
な
A

を
よ
ぶ
べ
し
。
た
と
へ
ば
。
ち
ゃ
／
＼
。
あ
ち
ゃ
。
五
い
な
ど
よ
ぷ
た
ぐ

ひ
成
べ
し
。
唯
上
ら
う
と
も
い
ふ
べ
し
。

次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。

お
さ
な
名
少
々
。
ち
ゃ
／
＼
。
あ
ち
ゃ
。
か

A
。
と
＼
。
あ
こ
。
あ

か
。
あ
と
。
こ
A

。
ち
ゃ
ち
。
つ
ま
。
あ
や
。
よ
＼
。
こ
の
類
な
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
ち
ゃ
ち
ゃ
」
等
の
名
が
「
お
さ
な
な
」
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
か
め
ら
れ
る
。
「
お
さ
な
な
」
と
こ
と
わ
る
か
ら
に
は
、
通
常
は
成
人
し

て
か
ら
は
用
い
ら
れ
な
い
名
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
女
房
の
呼
び
名
に
用
い

る
の
は
、
愛
称
で
呼
ぶ
行
為
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ち
ゃ
ち
ゃ
」
等
の
名

が
、
幼
名
或
い
は
愛
称
で
あ
る
限
り
、
そ
の
命
名
に
込
め
ら
れ
た
感
情
を
推
測

す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
推
測
は
い
ま
ま
で
の
考
え

方
を
文
え
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
に
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
は
す
だ
。
狂
言
に
「
い

ち
ゃ
」
と
い
う
若
い
女
性
が
登
場
す
る
こ
と
や
、
現
サ
今
「
ヒ
コ
」
と
い
う
名

の
愛
称
が
「
チ
ャ
コ
」
と
な
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
さ
れ
る
。

以
上
で
筆
者
の
主
張
し
た
い
こ
と
は
ほ
ぽ
つ
き
る
が
、
最
後
に
今
ま
で
意
識

的
に
避
け
て
き
た
事
柄
に
言
及
し
て
結
び
と
す
る
。
サ
・
ス
・
ソ
が
チ
ャ
・
チ

ュ
・
チ
ョ
と
対
応
す
る
な
ら
ば
、
理
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、
シ
・
セ
は
チ
・
チ

ェ
と
対
応
す
る
。

ば
で
挙
げ
た
A
.
B
の
特
徴
は
チ
ェ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
し
チ
ェ
の
出

現
は
ほ
ぱ
外
来
語
に
限
ら
れ
る
か
ら
、
チ
ェ
を
考
察
に
つ
け
加
え
て
も
、
そ
こ
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か
ら
新
た
に
問
題
が
発
展
し
そ
う
に
は
な
い
。
'

と
こ
ろ
で
筆
者
は
こ
の
小
論
を
、
拗
音
と
特
定
の
印
象
と
を
結
び
つ
け
る
と

い
う
観
点
で
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
チ
そ
の
音
価
が
[

t

i

J

で

あ
っ
た
時
期
は
小
論
の
対
象
外
で
あ
る
ー
は
拗
音
に
は
属
さ
な
い
し
、

3
・の

A
.
B

の
特
徴
を
耳
〖
え
て
も
い
な
い
。
し
か
し
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
を
拗
音
と

呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
と
頭
子
音
を
共
有
す
る
チ
を
拗
音
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
不
当
で
は
な
い
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
い
え
ば
、
こ
こ
で

チ
を
拗
音
に
属
さ
せ
よ
う
と
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
チ
ャ
・
チ
ュ
・
チ
ョ
と

同
様
に
、
チ
が
特
定
の
印
象
と
結
ひ
つ
く
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
を
拗
音
相
当
の

チ
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。
「
ヤ
行
の
エ
」
と
い
う
類
の
慣
用
的
称
呼
を
準
用

す
れ
ば
、
チ
に
は
「
夕
行
の
チ
」
と
「
チ
ャ
行
の
チ
」
と
が
あ
る
と
も
い
え

る
。
た
だ
し
準
用
は
準
用
で
あ
り
、
「
ヤ
行
の
エ
」
と
全
く
同
じ
妥
当
性
を
も

っ
て
「
チ
ャ
行
の
チ
」
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

・
「
サ
ム
イ
」
が
幼
児
語
と
し
て
「
チ
ャ
ム
イ
」
に
姿
を
変
え
る
の
に
平
行
し

て
、
「
オ
モ
シ
ロ
イ
」
は
「
オ
モ
チ
ロ
イ
」
と
変
わ
る
。
「
オ
モ
チ
ロ
イ
」
の

第
三
音
節
を
、
拗
音
に
相
当
す
る
チ
と
芍
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
チ
ビ
ル
（
大
小
便
を
少
し
も
ら
す
意
）
」
の
語
頭
音
節
も
拗
音
相
当
と
み
な

し
得
る
。
こ
の
語
は
チ
の
音
価
が
[

t

i

J

て
あ
っ
た
時
期
に
ま
で
は
文
献
上
さ

か
の
ほ
れ
な
い
。
類
義
語
に

□こ
」
ル
」
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
「
シ
ビ
ル
」

に
由
来
す
る
ー
|
そ
の
経
過
は
「
小
チ
ャ
イ
」
が
成
立
す
る
場
合
と
全
同
て
は

な
か
ろ
う
が
語
で
あ
ろ
う
。
詳
述
は
し
に
く
い
が
、
拗
音
相
当
と
み
な
す

根
拠
に
は
、
意
味
に
対
す
る
考
慮
が
含
ま
れ
る
。

拗
音
相
当
の
チ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
訊
で
挙
げ
た
擬
態
諾
群
に
「
チ
マ
チ

ご
「
チ
ビ
（
リ
）
チ
ビ
（
リ
）
」
「
チ
ク
チ
ク
」
等
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
た
拗
音
に
関
し
て
は
未
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
と
も
が
残

る
。
た
と
え
ば
、
「
ビ
チ
ョ
ビ
チ
ョ
」
「
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
」
等
、
濁
音
節
に
こ
れ

ら
の
拗
音
が
つ
い
た
擬
態
語
の
多
く
に
は
、
い
か
に
も
頻
を
し
か
め
た
く
な
る

よ
う
な
汚
な
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
だ
が
そ
れ
ら
を
論
ず
る
こ
と
は
こ
の
小
論
の

主
屈
か
ら
す
で
に
か
け
離
れ
て
い
る
。

付
記
本
稿
を
な
す
に
当
っ
て
は
小
松
英
雄
先
生
よ
り
種
々
の
御
教
示
を
い
た
だ
い

た
。
未
発
表
の
お
考
え
を
数
多
く
お
教
え
い
た
だ
い
た
こ
と
の
恩
恵
は
計
り
し
れ
な

い
。
北
原
保
雄
先
生
に
は
草
稿
を
閲
院
い
た
だ
い
た
。
こ
の
稿
が
多
少
と
も
焦
点
の
定

ま
っ
た
も
の
と
な
っ
た
の
は
先
生
の
御
指
摘
に
よ
る
。
「
大
上
藤
御
名
之
事
」
は
森
野

宗
明
先
生
の
御
教
ホ
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
奉
る
。

（
北
海
道
教
育
大
学
札
幌
分
校
）
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