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江
戸
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
歯
「
に
」
格

『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
別
使
用
傾
向

キ
ー
ワ
ー
ド
一
へ
格
、

要
　
　
旨

に
格
、

浮
世
風
呂
、
江
戸
語

　
現
代
日
本
語
で
は
「
学
校
へ
行
く
」
「
学
校
に
行
く
」
の
よ
う
に
、

「
へ
」
格
と
「
に
」
格
は
方
向
・
場
所
を
表
す
格
助
詞
と
し
て
用
い

ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格

の
用
い
ら
れ
方
を
検
討
す
る
た
め
、
『
浮
世
風
呂
』
を
資
料
と
し
て
、

『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
を
言
葉
遣
い
の
丁
寧
度
に
よ
る
5
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の
使
用
差
に
つ
い
て

調
査
を
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
全
体
的
に
は
、
「
へ
」
格
が
「
に
」
格
よ
り
も
優
勢

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
す
る
グ
ル
ー
プ
の
登

場
人
物
が
、
「
お
方
々
へ
お
つ
し
や
り
お
か
れ
ま
し
て
」
の
よ
う
な
、

人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
も
用
い
て
い
た
。
こ
の
こ

と
は
、
全
体
的
に
は
、
言
葉
遣
い
の
丁
寧
度
に
よ
っ
て
「
へ
」
格

と
「
に
」
格
と
の
使
用
に
差
が
屍
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
人

物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
に
差

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

奥
村
彰
悟

　
現
代
日
本
語
で
は
、
「
へ
」
格
は
方
向
・
場
所
を
表
す
場
合
に
、
例
ユ
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
学
校
」
で
も
例
2
の
よ
う
に
、
「
学

校
に
行
く
」
を
用
い
る
場
合
も
あ
る
。

学
校
へ
行
く

学
校
に
行
く

　
こ
の
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
を
、
日
本
語
史
的
観
点
か
ら
捉
え
て
い
く
と
、

青
木
一
一
九
五
六
一
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
古
以
降
、
徐
々
に

「
へ
」
格
の
領
域
が
拡
が
り
、
中
世
以
降
に
な
る
と
、
「
へ
」
格
は
「
に
」
格

よ
り
も
勢
力
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
注
ユ
。

　
こ
の
よ
う
な
「
へ
」
格
に
つ
い
て
、
近
代
の
状
況
は
原
口
一
一
九
六
九
b
一
、

矢
澤
・
橋
本
一
一
九
九
八
一
並
び
に
矢
澤
一
一
九
九
八
一
に
お
い
て
調
査
が
な
さ

れ
て
い
る
。
原
口
二
九
六
九
b
一
で
は
、
多
く
の
近
代
の
文
章
を
用
い
た
調

査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
は
詳
細
で
は
あ
る
が
、
結
論
と
し
て
、

「
へ
」
格
と
、
「
に
」
格
の
混
同
は
、
文
体
一
作
家
の
個
人
差
も
含
む
一
に
か
か
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わ
る
場
合
が
多
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
矢
澤
二
九
九
八
一
で
は
明
治
か
ら

現
代
の
小
説
を
用
い
て
調
査
を
し
て
お
り
、
明
治
期
に
関
し
て
は
、
ほ
ぼ
原

口
二
九
六
九
b
一
と
同
様
の
結
論
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
、
矢
澤
一
一
九
九

八
）
に
お
い
て
、
明
治
か
ら
現
代
に
な
る
に
つ
れ
て
「
へ
」
格
の
使
用
頻
度

が
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
指
摘

か
ら
、
中
古
か
ら
申
世
末
期
に
か
け
て
「
へ
」
格
の
領
域
は
拡
が
っ
て
い
く

が
、
現
代
に
な
る
と
、
「
へ
」
格
に
代
わ
り
、
再
び
「
に
」
格
が
進
出
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
に
関
し
て
は
、
湯
沢
二

九
五
四
一
な
ど
で
概
観
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
詳
細
な
調
査
は
な
さ
れ
て
い

な
い
注
2
。
た
だ
し
、
青
木
二
九
五
六
一
な
ど
の
指
摘
か
ら
、
近
世
期
で
あ

る
江
戸
語
で
は
、
「
へ
」
格
が
「
に
」
格
よ
り
も
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
江
戸
語
の
資
料
に
お
い
て
「
へ
」

格
「
に
」
格
を
中
心
に
、
方
向
・
場
所
を
表
す
格
助
詞
が
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
調
査
し
、
江
戸
語
に
お
け
る
方
向
・
場
所
を
表
す

格
助
詞
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　
本
稿
に
お
け
る
調
査
対
象
と
全
体
的
傾
向

　
本
稿
で
は
、
江
戸
語
の
資
料
と
し
て
『
浮
世
風
呂
』
注
3
を
用
い
た
。
『
浮

世
風
呂
』
に
み
ら
れ
る
言
語
表
現
は
、
必
ず
し
も
珊
世
紀
初
め
の
話
し
言
葉

を
忠
実
に
表
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
数
々
の
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
当
時
の
他
の
資
料
に
比
べ
て
優
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
調
査
対
象
は
、
『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
す
べ
て
と
し
た
。
こ
の
た
め
、

江
戸
語
使
用
者
に
限
ら
ず
、
上
方
者
で
あ
る
「
か
み
が
た
」
「
か
み
が
た
女
」

「
け
ち
兵
衛
」
、
江
戸
者
で
は
あ
る
が
上
方
詑
の
「
太
夫
」
「
住
吉
」
、
田
舎
者

で
あ
る
「
三
助
」
「
山
だ
し
下
女
」
、
西
国
者
で
あ
る
「
さ
い
ご
く
」
の
用
例

も
す
べ
て
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
話
し
言
葉
を
調
査
対
象

と
す
る
た
め
に
、
会
話
文
の
み
を
調
査
し
た
。

　
ま
た
、
調
査
・
考
察
対
象
と
な
る
用
例
は
、
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
、
「
さ
」

格
、
無
格
で
あ
る
注
卑
。
た
だ
し
、
「
へ
」
格
は
す
べ
て
調
査
・
考
察
対
象
と

し
て
い
る
も
の
の
、
「
に
」
格
、
「
さ
」
格
、
無
格
は
、
「
へ
」
格
と
文
法
的

に
交
替
可
能
と
判
断
さ
れ
る
場
合
の
用
例
の
み
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
「
に
」
格
の
場
合
に
は
、
方
向
・
場
所
を
表
す
場
合
の
他
に
も
、

使
役
、
変
化
、
受
け
身
、
動
作
の
目
的
な
ど
を
表
す
場
合
が
あ
る
も
の
の
、

こ
れ
ら
は
、
「
へ
」
格
で
は
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
調
査
対
象
外
と
し

て
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
に
」
格
の
場
合
に
は
場
所
を
表
す
場
合
で
あ
っ
て
も
、

例
3
の
よ
う
に
存
在
を
表
す
場
合
が
あ
る
。

・
「
モ
ウ
く
く
く
内
に
居
る
と
、
あ
な
た
、
ど
う
遊
ば
せ
、
斯

　
遊
ば
せ
で
、
お
そ
れ
ぬ
か
せ
る
の
う
」
（
お
べ
か
ど
ん
↓
お
丸
ど
ん
）

　
こ
の
よ
う
な
、
存
在
の
「
に
」
格
注
5
も
調
査
対
象
外
と
し
た
。
こ
の
ほ

か
、
「
を
」
格
の
省
略
と
思
わ
れ
る
無
格
管
や
、
「
を
」
格
の
機
能
を
持
つ

「
さ
」
格
惟
7
も
調
査
対
象
外
と
し
た
。

　
こ
の
結
果
、
『
浮
世
風
呂
』
の
会
話
文
に
お
け
る
方
向
・
場
所
を
表
す
格

助
詞
の
用
例
数
は
、
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
か
ら
、
『
浮
世
風
呂
』
の
会
話
文
に
お
い
て
は
、
「
へ
」
格
が
、
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他
の
格
に
比
べ
て
優
勢
で
あ
る
こ
と
、
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
と
の
比
率
は
、

ほ
ぼ
三
一
一
で
あ
る
こ
と
、
「
さ
」
格
、
無
格
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
結
果
は
、
青
木
一
一
九
五
六
）
以
降
、
先
行
研
究
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
江
戸
語
に
お
い
て
も
「
へ
」
格
が
「
に
」
格

よ
り
も
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
矢
澤

二
九
九
八
一
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夏
目
漱
石
の
「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
で
は
、
「
へ
」
格
が
「
に
」
格
よ
り
も
か
な
り
優
勢
で
あ
る
注
8
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
の
勢
力
関
係
に
関
し

て
は
、
江
戸
時
代
の
前
後
の
時
代
と
大
き
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
先
行
研
究
の
調
査
結
果
と
重
ね
合
わ
せ
て
わ
か
る
。
ま
た
、

「
さ
」
格
や
無
格
が
、
「
へ
」
格
「
に
」
格
に
比
べ
て
き
わ
め
て
少
な
い
こ
と

か
ら
、
「
さ
」
格
、
無
格
の
存
在
が
、
「
へ
」
格
「
に
」
格
の
勢
力
に
与
え
た

影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

　
な
お
、
『
浮
世
風
呂
』
に
見
ら
れ
た
無
格
は
以
下
の
5
例
で
あ
る
。
た
だ

し
、
無
格
の
用
例
は
、
す
べ
て
「
内
イ
帰
へ
ろ
」
「
う
ウ
ち
イ
け
へ
ろ
」
「
川

1表

岸
往
て
見
る
と
」
一
ル
ビ
に
は
「
か
し
イ
い
つ
て
」
と
な
っ

て
い
る
）
「
あ
つ
ち
イ
衛
り
や
ア
」
「
先
イ
出
や
ア
が
れ
」
の

よ
う
に
、
長
音
化
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
よ
う
な
表
記
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
厳
密
な
意
味
で
の
無
格
で
は

な
く
、
「
へ
」
格
が
融
合
し
た
形
態
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。

「
お
い
ら
ア
内
イ
φ
帰
へ
ろ
」
（
子
供
↓
歌
一

「
お
い
ら
ア
う
ウ
ち
イ
φ
け
へ
ろ
」
（
子
供
↓
歌
）

・
「
き
の
ふ
天
津
の
な
ま
り
を
売
た
ら
、
方
ぐ
で
持
来
い
と
い
ふ
か

　
ら
、
川
岸
φ
往
て
見
る
と
お
陀
仏
ス
」
一
八
百
屋
↓
伝
一

7
「
あ
つ
ち
イ
φ
侍
り
や
ア
、
新
内
と
豊
後
の
は
ね
が
か
・
る
シ
、
こ

　
つ
ち
へ
除
き
や
ア
、
謡
だ
か
浄
瑠
璃
だ
か
、
脳
天
か
ら
雫
を
浴
し
や
ア

　
が
つ
た
」
（
中
六
↓
う
た
を
う
た
ふ
人
）

8
　
「
ヤ
イ
、
新
内
の
麦
こ
が
し
野
郎
か
ら
先
イ
φ
出
や
ア
が
れ
」
一
中

　
六
↓
う
た
を
う
た
ふ
人
）

　
こ
の
う
ち
、
例
4
・
5
は
、
子
供
達
が
歌
を
歌
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

例
7
・
8
は
風
呂
場
で
お
湯
を
か
け
ら
れ
た
申
六
が
ま
わ
り
の
人
々
に
対

し
て
怒
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
格
が
用
い
ら
れ
て
い
る

場
面
と
し
て
は
、
怒
っ
て
い
る
と
き
の
会
話
、
歌
と
、
特
に
限
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
例
6
は
、
八
百
屋
が
伸
間
の
魚
屋
と
話
し

て
い
る
場
面
で
、
普
通
の
会
話
の
場
面
で
あ
る
が
、
例
6
の
八
百
屋
は
、
け

ち
兵
衛
と
の
商
売
の
や
り
取
り
の
際
に
も
、
か
な
り
荒
い
言
葉
遣
い
を
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
地
の
文
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
分
か
る
。

「
江
戸
者
の
商
人
は
言
す
る
ど
く
、
上
方
者
の
買
手
は
言
や
さ
し
く

聴
ゆ
る
ゆ
ゑ
、
物
陰
よ
り
立
聴
け
ば
、
売
手
と
買
手
と
取
違
さ
う
な

り
」
（
四
編
巻
之
中
一

　
こ
の
八
百
屋
の
例
と
、
例
7
・
8
の
申
六
の
例
か
ら
、
無
格
は
言
葉
遣

い
が
荒
く
な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
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だ
、
例
7
の
文
中
に
も
「
へ
」
格
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
言
葉
遣

い
が
荒
く
な
れ
ば
、
必
ず
、
無
格
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
無
格
は
ぞ
ん
ざ
い
を
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
の
間
で
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
田
舎
者
が
「
さ
」
格
よ
り
も
「
へ
」
格
を
多
く
用
い
て
い
る
こ
と

に
も
注
意
を
要
す
る
。
田
舎
者
が
「
さ
」
格
を
用
い
て
い
る
の
は
次
の
1
例

の
み
で
あ
っ
た
。

10

「
何
が
は
や
、
今
度
観
物
の
太
夫
ど
の
た
云
て
、
四
角
イ
箱
さ
入
て
、

開
帳
場
の
大
金
も
う
け
べ
い
と
思
つ
て
」
一
三
助
↓
風
呂
場
の
人
々
一

　
こ
れ
に
対
し
て
、

以
下
の
5
例
で
あ
る

u！2151413

田
舎
者
が
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
を
用
い
て
い
る
例
は

「
其
廿
両
さ
村
内
へ
割
付
て
、
濁
酒
だ
ア
の
、
居
び
た
り
餅
だ
ア
の
、

あ
ん
で
も
ハ
ア
、
三
日
正
月
で
祝
ツ
け
ヱ
」
（
三
助
↓
人
々
）

「
わ
た
し
は
又
江
戸
と
い
ふ
所
は
湯
べ
さ
へ
這
入
れ
ば
唄
ふ
も
の
か

と
思
ひ
ま
し
た
」
（
山
だ
し
下
女
↓
風
呂
場
の
人
一

　
「
お
や
れ
嬉
し
や
大
坂
へ
着
た
」
（
山
だ
し
下
女
↓
歌
一

　
「
こ
・
ろ
ざ
し
よ
と
道
芝
さ
ま
へ
」
一
山
だ
し
下
女
↓
歌
一

「
宿
は
ど
こ
だ
と
手
代
衆
に
き
け
ば
、
宿
は
加
賀
屋
の
八
郎
兵
衛
さ

ま
よ
」
（
山
だ
し
下
女
↓
歌
）

こ
の
う
ち
、
例
1
3

14

・
過
は
歌
な
の
で
、
田
舎
者
が
田
舎
の
言
葉
と

し
て
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
を
用
い
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
例
u
注
9
・

1
2
で
は
田
舎
者
が
「
へ
」
格
を
用
い
て
い
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』

の
記
述
に
あ
る
「
京
へ
筑
紫
に
坂
東
さ
」
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
田
舎
者
は
「
さ
」

格
を
用
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
『
浮
世
風
呂
』
の
作
品
の
申
で
、
田
舎
者

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
は
、
田
舎
者
の
発
話
に
は
「
へ
」

格
よ
り
も
、
「
さ
」
格
を
用
い
た
方
が
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら

ず
、
『
浮
世
風
呂
』
の
作
品
中
で
、
田
舎
者
が
「
へ
」
格
を
用
い
て
い
る
の

は
、
田
舎
者
が
江
戸
者
と
会
話
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
た
め
、
田
舎
者
が
江

戸
者
に
合
わ
せ
て
「
へ
」
格
を
用
い
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
無
格
、
「
さ
」
格
は
、
特
定
の
場
面
や
特
定
の
人
物
の
聞

で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
そ
の
用
例
数
は
「
へ
」
格
、

「
に
」
格
に
対
し
て
き
わ
め
て
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
『
浮
世
風
呂
』
に
お

い
て
は
、
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
の
間
で
無
格
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
田
舎
者
が
「
さ
」
格
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
確
認
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
の

使
用
差
に
与
え
た
影
響
は
少
な
い
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
江
戸
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
の
使
用
差
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。
特
に
、
登
場
人
物
に
よ
る
使
用
差
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

三
　
人
物
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
方
向
。
場
所
を
表
す
格
助
詞

　
三
二
　
　
人
物
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に
つ
い
て

原
口
（
一
九
六
九
b
）
に
よ
る
と
、
近
代
に
お
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
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の
使
用
差
は
、
作
家
の
個
人
差
、
ま
た
は
文
体
差
に
よ
る
と
い
う
。
な
ら
ば
、

江
戸
語
に
お
い
て
も
文
体
に
よ
っ
て
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
に
使
用
差
が
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
に
お
け
る
「
へ
」

格
と
「
に
」
格
の
使
用
差
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
個

人
に
よ
っ
て
用
例
数
に
差
が
見
ら
れ
る
。
（
例
え
ば
「
へ
」
格
で
は
最
も
用

例
数
が
多
か
っ
た
の
が
「
生
酔
」
の
1
7
例
で
あ
る
が
、
1
例
の
み
の
人
物
も

多
く
見
ら
れ
た
。
一
こ
の
た
め
、
『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
を
グ
ル
ー
プ
に

分
け
る
こ
と
に
し
た
。
本
稿
に
お
け
る
グ
ル
ー
プ
分
け
で
は
、
性
別
と
言
葉

の
丁
寧
度
に
よ
っ
て
分
け
る
こ
と
に
し
た
。

　
江
戸
語
に
お
い
て
、
言
葉
遣
い
が
丁
寧
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

敬
語
、
お
よ
び
連
母
音
．
㎝
の
長
音
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
分
類
が
で
き

る
。
こ
の
う
ち
、
敬
語
の
場
合
は
、
ど
の
敬
語
を
用
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ

の
敬
語
の
度
合
い
に
差
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
ど
の
程
度
敬
語
を
用

い
る
の
か
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
階
層
・
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
登
場
人
物
を
上
層
・
申
層
・
下
層
の
三
段
階
に
分
け

よ
う
と
し
て
も
、
申
層
と
下
層
は
、
上
層
に
対
し
て
同
じ
敬
語
を
使
う
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
申
層
と
下
層
と
の
区
別
が
付
き
に
く
く
な
る
。
こ

の
た
め
、
敬
語
の
場
合
は
、
言
葉
遣
い
が
丁
寧
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
伴

う
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
で

き
る
が
、
そ
れ
は
、
相
対
的
な
基
準
に
過
ぎ
ず
、
絶
対
的
な
基
準
に
よ
る
人

物
の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
で
き
な
い
。

　
一
方
、
連
母
音
．
釧
の
長
音
化
に
よ
っ
て
も
言
葉
遣
い
の
丁
寧
さ
を
判
断
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
連
母
音
．
刎
の
長
音
化
と
は
、
江
戸
語
に
お
け
る
特
徴
の

一
つ
で
、
例
え
ば
「
な
い
」
が
「
ね
ー
」
に
な
る
よ
う
な
、
連
母
音
．
㎝
が
α

と
な
る
現
象
で
あ
る
。
特
に
発
話
人
物
の
階
層
が
低
い
場
合
、
発
話
の
丁
寧

度
が
低
い
場
合
に
は
．
㎝
が
α
に
な
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
な
、
連
母
音
．
脳
の

長
音
化
率
に
つ
い
て
は
、
．
㎝
が
長
音
化
す
る
か
否
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
丁
寧
を
言
葉
遣
い
な
の
か
、
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
遣
い
な
の
か
の
ど
ち
ら

か
一
方
で
あ
り
、
敬
語
の
よ
う
に
、
丁
寧
度
に
段
階
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
登
場
人
物
が
ど
の
程
度
、
㎝
の
長
音
化
率
を
持
つ
の
か
に

よ
っ
て
、
登
場
人
物
そ
の
も
の
の
階
層
・
グ
ル
ー
プ
分
け
を
あ
る
程
度
推
測

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
連
母
音
．
趾
の
長
音
化
率
と
登
場
人
物
と
の
階
層
に
関
連
が
あ
る
こ
と

は
、
小
松
二
九
八
二
一
、
中
田
二
九
八
五
一
が
、
具
体
的
な
数
値
に
よ
っ
て

あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
小
松
（
一
九
八
二
）
で
は
、
上
方
者
や
西
国

者
を
除
く
す
べ
て
の
登
場
人
物
に
お
け
る
連
母
音
．
㎝
の
長
音
化
率
を
調
べ
、

そ
れ
と
、
登
場
人
物
の
階
層
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て

は
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
の
、
一
例
の
み
の
場
合
も
含
め
て
い
る
た
め
、
用

例
数
の
少
な
い
、
つ
ま
り
、
発
話
回
数
の
少
な
い
登
場
人
物
の
場
合
に
は
、

階
層
が
低
く
て
も
．
㎝
を
用
い
て
い
る
例
が
見
ら
れ
、
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
使
用
人
か
ら
主
人
へ
の
発
話
の
よ
う
に
、
階
層
の
低
い
人
物

か
ら
階
層
の
高
い
人
物
へ
の
発
話
の
際
に
は
、
連
母
音
．
㎝
は
長
音
化
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
注
目
し
た
の
が
申
田
（
一
九
八
五
）
で
あ
る
。
中
田

二
九
八
五
一
で
は
話
し
手
だ
け
で
な
く
、
聞
き
手
と
の
関
係
に
も
注
目
し
て

い
る
。
し
か
も
二
二
例
以
上
の
場
合
の
み
扱
っ
て
い
る
た
め
、
小
松
二
九

八
二
一
と
は
異
な
り
偶
然
の
例
を
排
除
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
と
は
違
っ
た
視
点
で
『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
を
グ
ル
ー
プ
分

け
し
た
の
が
、
福
島
一
一
九
九
九
）
で
あ
る
。
福
島
二
九
九
九
）
は
社
会
言
語
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学
的
立
場
に
よ
る
言
語
変
化
の
観
点
か
ら
『
浮
世
風
呂
』
の
登
場
人
物
を
グ

ル
i
プ
分
け
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
結
果
と
し
て
、
階
層
の
低
い
登
場
人

物
で
あ
っ
て
も
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
よ
う
な
階
層
に
よ
る
分
類
で

は
、
例
外
的
と
し
て
き
た
例
も
、
例
外
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
点
、
福
島
二

九
九
九
）
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
言
葉
遣
い
の
丁
寧
さ
と
「
へ
」
格
と

「
に
」
格
と
の
関
係
に
関
し
て
言
及
す
る
本
稿
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
。

　
た
だ
、
福
島
一
一
九
九
九
一
は
、
言
語
変
化
の
様
子
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
グ
ル
ー
プ
分
け
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
使
用
差
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
園
標
と
し
て
い
な
い
た
め
、
ど
の
登
場
人
物
が
ど
の

グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
の
か
を
全
て
に
お
い
て
一
々
説
明
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
福
島
一
一
九
九
九
一
の
グ
ル
ー
プ
分
け
を
基
本
に

し
て
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
の
か
不
明
な
人
物
に
関
し
て
は
、
小
松

（
一
九
八
二
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
大
ま
か
に
以
下
の
五
分
類
を
行
っ
た
儒
。

グ
ル
ー
プ
ー
男

　
　
　
　
　
女

グ
ル
ー
プ
2
男

　
　
　
　
　
女

一
医
者
、
隠
居
、
柿
の
い
ち
、
栗
の
い
ち
、
徳
松
、
俳
借

亭
歌
詠
、
俳
助
、
晩
右
衛
門
、
福
助
、
柚
の
い
ち

一
い
ぬ
、
お
さ
め
、
お
た
い
、
お
初
、
か
も
子
、
き
ぢ
、

け
り
子
、
ひ
と
が
ら
よ
き
か
み
さ
ま
、
や
す
、
よ
め
、

六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま

一
後
兵
衛
、
甘
次
、
鬼
角
、
先
蔵
、
で
っ
ち
、
徳
蔵
、
二

階
番
頭
、
松
右
衛
門
、
め
く
い
ち
、
物
も
ら
い
、
や
み

吉
、
湯
く
み
男

一
あ
き
、
お
い
か
、
お
た
こ
、
お
馬
、
辰
、
初

グ
ル
ー
プ
3
男

　
　
　
　
　
女

グ
ル
ー
プ
4
男

　
　
　
　
　
女

グ
ル
i
プ
5
男

　
　
　
　
　
女

一
衰
微
、
点
兵
衛
、
直
兵
衛
、
生
酔
、
八
兵
衛
、
番
頭
、

古
左
衛
門

一
お
い
へ
、
お
角
、
お
か
べ
、
お
さ
み
、
お
て
ば
、
お
と

な
、
お
ま
る
、
小
弦
、
三
十
四
五
の
か
み
さ
ま
、
巳
、

は
る
、
ゆ
び
さ
き
あ
ら
ふ
か
み
さ
ま
、
娘

一
あ
ば
民
、
亀
、
吉
、
肝
右
衛
門
、
金
、
金
兵
衛
、
子
供

た
ち
、
鼓
八
、
幸
、
猿
田
彦
、
せ
は
や
き
ぢ
い
さ
ま
、

中
六
、
と
び
八
、
二
十
二
三
の
男
、
人
々
、
湯
く
み
の

男
、
又
、
む
だ
助

一
お
か
こ
、
お
か
さ
、
お
川
、
同
年
ぐ
ら
ひ
ば
あ
さ
ま
、

お
は
ね
、
お
山
、
五
十
余
の
か
か
さ
ま
、
西
光
、
三
十

四
五
の
う
ば
、
豊
猫
、
と
り
、
婆
文
字
、
冬
、
六
十
ち

か
き
ば
あ
さ
ま

一
い
さ
み
、
源
、
鉄
砲
作
、
伝
、
苦
九
郎
、
は
た
ち
あ
ま

り
の
男
、
ぶ
た
七
、
八
百
屋

一
お
さ
る
、
お
ば
ち
、
お
べ
か
、
お
べ
か
ど
ん
、
お
丸
ど
ん
、

女
、
か
か
と
を
あ
ら
ふ
ば
あ
さ
ま
、
さ
る
、
し
た
、
山

　
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
か
ら
グ
ル
ー
プ
5
に
つ
れ
て
、
言
葉
遣

い
が
ぞ
ん
ざ
い
に
な
る
集
ま
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
ー
は
丁
寧
な

言
葉
遣
い
を
す
る
登
場
人
物
の
集
ま
り
、
グ
ル
ー
プ
5
は
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉

遣
い
を
す
る
人
物
の
集
ま
り
と
い
え
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
江
戸
語
使
用
者
以
外
で
、
方
向
・
場
所
の
格
助
詞
を
用
い
る

登
場
人
物
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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関
東
の
田
舎
者
　
　
男
二
二
助

　
　
　
　
　
　
　
女
一
山
だ
し
下
女

上
方
者
一
上
方
の
言
葉
づ
か
い
を
す
る
者
も
含
む
一

　
　
　
　
　
　
　
男
一
太
夫
、
け
ち
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
女
一
か
み
が
た
、
住
吉

西
国
者
　
　
　
　
男
一
さ
い
ご
く

　
以
上
の
グ
ル
i
プ
に
分
け
て
、
以
下
、
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
、
「
さ
」
格
、

無
格
に
使
用
差
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。

　
　
三
二
一
グ
ル
ー
プ
別
に
お
け
る
、
方
向
。
場
所
を
表
す
格
助
詞

　
前
節
で
分
け
た
グ
ル
i
プ
別
に
、
方
向
・
場
所
を
表
す
格
助
詞
の
用
例
数

を
表
に
し
た
も
の
が
、
表
2
か
ら
表
7
で
あ
る
。

　
表
2
か
ら
表
6
を
見
る
と
、
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
も
「
へ
」
格
が
他
の
格
に

比
べ
て
優
勢
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
申
で
も
グ
ル
ー
プ
ユ
で
は

「
に
」
格
の
使
用
率
が
他
の
グ
ル
ー
プ
に
比
べ
て
低
め
で
あ
る
が
、
グ
ル
i

プ
4
も
や
は
り
「
に
」
格
の
使
用
率
が
低
く
、
言
葉
遣
い
の
丁
寧
度
に
よ
っ

て
、
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
の
使
用
に
大
き
な
差
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
表
7
か
ら
、
江
戸
時
代
の
上
方
語
で
も
「
へ
」
格
が
他
の
格
よ
り
も

優
勢
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
表
2
－
6
に
比
べ
て
、
上
方

者
は
「
に
」
格
の
使
用
率
が
や
や
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
表
2
－
7
か
ら
、

全
体
的
に
、
「
へ
」
格
の
方
が
「
に
」
格
よ
り
も
優
勢
で
あ
る
と
い
う
傾
向

は
、
江
戸
語
に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
上
方
語
で
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
う

表2 表3 表4

グループユ グループ2 グループ3
へ格 に格 無格 へ格 に格 無格 へ格 に格 無格

男性 23（3） 7（！） O 男性 16（0） 9（1） O 男性 36（O） 13（8） 0
女性 26（7） 5（2） O 女性 25（王） 4（ユ） O 女性 34（O） 9（4） O
合計 49（10） ユ2（3） 0 合計 4ユ（1） 13（2） O 合計 70（0） 22（12） O

80．3％ 19．7％ 75．9％ 24．1％ 76．ユ％ 23．9％

表5 表6 表7

グループ4 グルーフ5 その他

へ格 に格 無格 へ格 に格 無格 へ格 に格 さ格 無格

男性 58（ユ） 11（5） 4 男性 ！8（O） 8（6） ！ 関東田舎者 4（0） 2（1） 1 0
女性 36（O） 11（4） O 女性 34（O） 10（6） 0 上方者 18（O） 7（2） 0 O
合計 94（！） 22（9） 4 合計 52（0） 18（12） 1 上方者の比 72．O％ 28，0％

8ユ．O％ 19．O％ 74．3％ 25．7％ 西国者 1（O） ユ（O） O 0
（（）内は、「人物十へ」「人物十に」の内数）（％は、「へ格」と「に格」との比率）

か
が
え
る
。

　
表
5
・
表
6
を
見
る

と
、
グ
ル
ー
プ
4
の
人

物
と
グ
ル
ー
プ
5
の
人

物
に
よ
っ
て
、
無
格
が

用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
二
節
で
指

摘
し
た
よ
う
に
、
無
格

は
ぞ
ん
ざ
い
套
言
葉
遣

い
を
す
る
人
物
の
間
で

用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
表
か
ら
も
、
そ
の

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
ま
た
、
表
2
－
7
に

お
け
る
、
括
弧
の
数
字

は
、
「
へ
」
格
、
「
に
」
格

の
う
ち
、
人
物
を
表
す

名
詞
を
受
け
る
「
へ
」

格
、
人
物
を
表
す
名
詞

受
け
る
「
に
」
格
の
用

例
数
を
表
し
て
あ
る
。

括
弧
内
の
数
字
に
着
目

す
れ
ば
、
人
物
を
表
す

名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
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格
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
に
偏
っ
て
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ル
ー
プ
2

－
5
で
は
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
「
へ
」
格
よ
り
も
「
に
」

格
の
方
が
勢
力
が
強
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け

る
「
へ
」
格
は
、
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
使
用
に
差
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
に
関
し
て
は
、
江
戸

語
を
調
査
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
黒
星
一
一
九
九
七
一
、
白
井
二

九
九
七
一
に
よ
っ
て
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
黒
星
二
九
九
七
一
で
は
、
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
お

よ
び
、
近
松
浄
瑠
璃
を
資
料
と
し
て
用
い
、
白
井
一
一
九
九
七
一
で
は
、
キ
リ

シ
タ
ン
文
献
を
資
料
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
大
蔵
虎
明
本
狂

言
集
、
近
松
浄
瑠
璃
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
い
ず
れ
も
、
「
へ
」
格
と
「
に
」

格
が
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
、
「
へ
」
格
の
方
が
待
遇
が
高

い
と
き
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
お
け
る
『
浮
世
風
呂
』
の
調
査
で
も
、

表
2
㌔
6
で
示
し
た
よ
う
に
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
の
グ
ル
i
プ

に
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
を
中
心
に
、

「
へ
」
格
と
「
に
」
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四
　
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格

　
　
四
二
　
方
向
。
場
所
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合

　
ま
ず
、
人
物
以
外
の
方
向
・
場
所
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」

格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

16171918202！

一
グ
ル
ー
プ
ユ
）
「
チ
ョ
イ
ト
井
戸
べ
行
け
ば
、
銭
い
ら
ず
釣
瓶
か
ら

の
め
ま
す
」
一
晩
右
衛
門
↓
と
び
八
・
鉄
炮
作
・
猿
田
彦
ら
一

一
グ
ル
ー
プ
2
一
「
こ
は
だ
な
ら
け
ふ
買
て
焼
て
置
て
、
自
身
に
あ
す

の
朝
さ
げ
か
ご
を
堤
て
河
岸
へ
行
き
ま
す
」
一
松
右
衛
門
↓
番
頭
・
八

兵
衛
一一

グ
ル
ー
プ
3
）
「
湯
へ
入
る
時
は
一
人
分
十
文
払
ふ
」
一
生
酔
↓
番
頭
一

一
グ
ル
i
プ
4
一
「
夫
か
ら
隣
の
内
べ
用
が
有
て
行
う
と
す
る
」
一
と
び

八
↓
直
兵
衛
一

一
グ
ル
ー
プ
5
一
「
鉄
砲
の
隅
へ
か
・
ん
で
お
念
仏
で
も
申
て
居
な
」

（
お
さ
る
↓
お
た
ぼ
）

一
上
方
者
一
「
こ
れ
か
ら
往
だ
ら
、
わ
し
所
へ
お
出
て
飯
食
ん
か
」
（
か

み
が
た
↓
山
）

　
例
1
6
－
2
0
の
よ
う
に
、
人
物
以
外
の
方
向
や
場
所
を
表
す
名
詞
を
受
け
る

場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
か
ら
5
の
ど
こ
に
所
属
す
る
人
物
で
あ
っ
て
も
、

「
へ
」
格
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
例
2
1
の
よ
う
に
、
上
方
者
の
場
合
で

も
同
じ
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
「
に
」
格
も
、
用
例
数
は
少
な
い
も
の
の
、
人
物
以
外
の
方
向
や

場
所
を
表
す
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

2
2
（
グ
ル
ー
プ
ー
）
「
さ
す
れ
ば
仏
前
に
む
か
っ
て
、
鉦
を
た
・
き
立
、

　
数
珠
を
摺
切
ら
う
が
、
す
っ
ぱ
い
だ
ん
ぶ
っ
お
な
ま
め
だ
ん
ぶ
っ
の

　
浮
虚
て
は
、
仏
さ
ま
も
不
承
知
だ
」
一
晩
右
衛
門
↓
と
び
八
・
鉄
炮
作
・

猿
田
彦
ら
一
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（
グ
ル
ー
プ
2
一
「
銭
も
金
も
一
ツ
所
に
集
る
あ
り
が
た
い
所
だ
に
よ

つ
て
、
諸
国
の
人
ぐ
が
皆
出
て
来
て
、
出
世
す
る
で
は
な
い
か
一
一
松

右
衛
門
↓
番
頭
・
八
兵
衛
一

一
グ
ル
ー
プ
3
一
「
ハ
・
ア
、
竹
の
皮
に
つ
・
ん
で
、
ヤ
、
コ
レ
、
番

頭
、
お
の
し
買
た
ら
う
が
」
（
生
酔
↓
番
頭
一

（
グ
ル
ー
プ
4
一
「
ざ
っ
と
三
里
も
あ
る
道
法
の
所
を
、
山
も
谷
も
雪

で
埋
る
も
ん
だ
か
ら
、
雪
車
と
い
ふ
物
に
乗
と
、
ず
る
く
く
と

、
仁
り
出
し
て
、
三
里
の
道
を
煙
草
一
服
の
間
に
販
り
や
す
」
（
と
び
八

↓
直
兵
衛
一

一
グ
ル
ー
プ
5
一
「
御
新
造
さ
ん
の
不
断
挿
に
な
さ
る
櫛
を
下
d
遣
て
、

三
両
い
く
ら
と
か
打
と
云
た
つ
け
が
」
（
お
さ
る
↓
お
べ
か
）

一
上
方
者
一
「
そ
れ
じ
や
さ
か
い
、
風
呂
に
な
と
入
て
、
温
め
て
こ
ま

そ
と
思
ふ
て
」
（
か
み
が
た
↓
山
）

　
例
2
2
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
ー
に
属
す
る
人
物
か
ら
、
例
2
6
の
よ
う
に
グ

ル
ー
プ
5
に
属
す
る
人
物
ま
で
、
幅
広
く
、
人
物
以
外
の
方
向
や
場
所
を
表

す
場
合
に
「
に
」
格
を
用
い
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
例
2
7
の
よ
う
に
、

上
方
者
に
よ
る
例
も
見
ら
れ
る
。

　
人
物
以
外
の
方
向
・
場
所
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
、
「
へ
」
格

の
方
が
「
に
」
格
よ
り
も
勢
力
が
強
い
が
、
「
へ
」
格
、
「
に
」
格
と
も
に
、

ど
の
グ
ル
ー
プ
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
で
、

福
島
二
九
九
九
）
の
分
類
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
「
へ
」
格
と
「
に
」
格

の
使
用
差
に
反
映
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
表
2
㌔
6
で
示
し

た
よ
う
に
、
人
物
を
受
け
る
「
へ
」
格
は
、
グ
ル
i
プ
ー
に
多
く
見
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
福
島
（
一
九
九
九
）
の
分
類
は
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け

る
場
合
の
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の
使
用
差
に
は
反
映
し
て
い
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
四
二
一
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合

　
次
に
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
の
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の
使

用
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

　
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

2829303132

一
グ
ル
ー
プ
ー
一
「
ハ
イ
、
や
は
り
私
の
勤
申
た
旦
那
様
へ
上
ま
し
た
」

（
ひ
と
が
ら
よ
き
か
み
さ
ま
↓
六
十
ぢ
か
き
ば
あ
さ
ま
）

一
グ
ル
ー
プ
ー
一
「
お
店
の
お
方
ぐ
べ
お
つ
し
や
り
お
か
れ
ま
し
て

下
さ
り
ま
す
や
う
に
」
（
俳
助
↓
や
み
吉
一

一
グ
ル
ー
プ
ー
一
「
ホ
ン
ニ
私
ど
も
べ
も
些
と
お
よ
こ
し
申
な
さ
い
ま

し
」
（
い
ぬ
↓
き
ぢ
）

（
グ
ル
ー
プ
2
一
「
旦
那
さ
ん
■
。
お
坊
さ
ん
を
お
連
申
て
参
じ
ま
し

た
」
一
初
↓
福
助
）

一
グ
ル
ー
プ
4
）
「
ま
か
り
間
違
つ
て
髪
は
と
い
ふ
時
に
や
ア
、
友
子

友
達
へ
の
面
づ
く
だ
」
（
肝
右
衛
門
↓
あ
ば
民
・
中
六
）

　
例
2
8
・
2
9
・
3
0
で
は
グ
ル
ー
プ
ー
に
属
す
る
人
物
（
ひ
と
が
ら
よ
き
か
み

さ
ま
・
俳
助
・
い
ぬ
）
が
、
例
趾
で
は
グ
ル
ー
プ
2
に
属
す
る
人
物
一
初
）
が
、

人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら

の
場
面
は
い
ず
れ
も
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
が
高
い
場
面
で
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あ
る
。
例
え
ば
、
例
2
8
で
は
、
ひ
と
が
ら
よ
き
か
み
さ
ま
は
六
十
ぢ
か
き
ば

あ
さ
ま
に
対
し
て
丁
寧
を
言
葉
遣
い
を
し
て
い
る
。
例
2
9
の
俳
助
は
ど
の
人

物
に
対
し
て
も
丁
寧
な
言
葉
遣
い
を
す
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
例
3
1
で

は
、
グ
ル
ー
プ
2
に
属
す
る
初
に
よ
っ
て
「
へ
」
格
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
初
は
主
人
一
福
助
一
に
対
し
て
話
し
か
け
て
い
る
場
面
で
あ
る
た

め
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
は
高
い
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
た
だ
、
例
3
2
の
肝
右
衛
門
は
グ
ル
ー
プ
4
に
属
し
て
い
る
が
、
例
3
2
の
場

合
は
、
「
へ
の
」
の
例
で
あ
り
、
「
に
」
格
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、

ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
遣
い
を
す
る
グ
ル
ー
プ
の
人
物
で
あ
っ
て
も
、
「
へ
」
が

使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
に
対
し
て
、
人
物
を
表
す

名
詞
を
受
け
る
「
に
」
格
は
グ
ル
ー
プ
ー
－
5
に
わ
た
っ
て
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
。

3334353637

一
グ
ル
ー
プ
ー
一
「
ヲ
・
、
い
た
い
。
盲
人
に
鉢
合
せ
す
る
と
は
明
盲

め
」
一
栗
の
い
ち
↓
柿
の
い
ち
一

一
グ
ル
i
プ
2
一
「
ヲ
ヤ
、
能
の
だ
ネ
、
徳
さ
ん
は
能
お
腹
掛
を
お
持

だ
ネ
。
初
に
お
呉
れ
」
一
初
↓
徳
松
一

一
グ
ル
ー
プ
・
一
「
イ
ヱ
サ
、
貸
切
と
い
ふ
訳
は
、
店
向
の
お
方
ぐ

d
戸
棚
を
皆
貸
て
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、
お
脱
な
さ
る
場
が
ご
ざ
り
ま
せ

ぬ
」
一
番
頭
↓
生
酔
一

一
グ
ル
ー
プ
4
一
「
番
頭
が
し
ら
ず
は
、
今
来
た
先
生
さ
ん
に
聴
な
せ

へ
」
（
と
び
八
↓
直
兵
衛
）

（
グ
ル
ー
プ
5
一
「
昨
日
は
相
談
が
出
来
な
ん
だ
が
、
あ
の
人
は
ち
や

38

ら
ツ
ぽ
こ
者
だ
か
ら
、
御
新
造
さ
ん
に
き
つ
と
売
つ
け
る
の
さ
」
（
お

さ
る
↓
べ
か
一

（
上
方
者
一
「
ヤ
、
番
頭
さ
ん
。
お
ま
へ
に
頼
で
置
く
事
が
あ
る
は
」

一
け
ち
兵
衛
↓
番
頭
一

　
例
3
3
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
ー
の
人
物
一
栗
の
い
ち
）
か
ら
、
例
帥
の
よ
う

に
、
グ
ル
ー
プ
5
に
属
す
る
人
物
一
お
さ
る
一
ま
で
、
言
葉
遣
い
の
丁
寧
度
に

関
わ
ら
ず
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
例
3
8
の

よ
う
に
、
上
方
者
に
よ
る
「
に
」
格
の
例
も
見
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
詳
し
く
見
る
と
、
例
3
3
の
場
合
、
栗
の
い
ち
は
グ
ル
ー
プ
ー
に
属

す
る
が
、
こ
の
場
面
は
、
栗
の
い
ち
が
柿
の
い
ち
と
い
き
な
り
ぶ
つ
か
っ
た

場
面
で
あ
る
の
で
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
は
高
く
な
い
。
ま

た
、
例
3
4
は
、
初
は
主
人
の
子
供
で
あ
る
徳
松
に
話
し
か
け
て
い
る
場
面
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
は
高
い
と
は
い
え

な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
丁
寧
を
言
葉
遣
い
を
す
る
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人

物
で
あ
っ
て
も
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
が
高
く
な
い
場
合
に

は
、
「
に
」
格
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
丁
寧
な
言
葉
遣
い

を
す
る
グ
ル
i
プ
ー
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
2
の
登
場
人
物
は
「
に
」
格
だ
け
で

な
く
、
「
へ
」
格
も
用
い
て
い
た
。
し
か
も
、
「
へ
し
格
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
は
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
が
高
い
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い

た
。
一
方
、
「
に
」
格
は
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
に
関
わ
ら

ず
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
3
・
4
・
5
で
は
、
専
ら
「
に
」
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格
が
用
い
ら
れ
て
、
「
へ
」
格
の
例
は
な
か
っ
た
。

　
人
物
以
外
の
場
所
や
方
向
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ

間
に
お
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の
使
用
に
、
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
か
っ

た
の
に
対
し
て
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
、
グ
ル
ー
プ
ー
お

よ
び
グ
ル
ー
プ
2
の
人
物
が
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
を
用
い
て
い
る
。
黒
星

一
一
九
九
七
一
、
白
井
二
九
九
七
一
に
よ
る
と
、
申
世
末
期
に
は
「
へ
」
格
が

「
に
」
格
よ
り
待
遇
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
語
に
お
い
て
は
、
人
物

を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
「
へ
」
格
を
用
い
る
こ
と
は
、
「
に
」
格
を

用
い
る
こ
と
よ
り
も
、
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
の
高
さ
を
示
す
も
の
に
変

わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
考

え
た
い
。五

　
お
わ
り
に

　
以
上
、
『
浮
世
風
呂
』
に
お
け
る
、
方
向
・
場
所
の
格
助
詞
を
、
グ
ル
ー

プ
別
の
登
場
人
物
と
の
関
連
で
見
て
き
た
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、

『
浮
世
風
呂
』
に
お
い
て
は
「
へ
」
格
の
方
が
「
に
」
格
よ
り
も
優
勢
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
「
に
」
格
の
領
域
に
「
へ
」
格

が
進
出
し
て
き
た
と
い
う
青
木
一
一
九
五
六
一
な
ど
、
先
行
研
究
の
指
摘
に
沿

う
も
の
で
あ
る
。

　
『
浮
世
風
呂
』
に
お
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
は
、
全
体
的
に
は
、
言

葉
遺
い
の
丁
寧
度
に
よ
っ
て
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
の
使
用
に
差
が
見
ら
れ

な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
場
合
に
は
、
丁
寧
な

言
葉
遣
い
を
す
る
グ
ル
i
プ
ー
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
2
の
人
物
だ
け
が
「
へ
」

格
と
「
に
」
格
の
両
方
を
用
い
、
グ
ル
ー
プ
3
・
4
・
5
の
人
物
は
、
ほ

ぼ
「
に
」
格
だ
け
を
用
い
て
い
た
。
ま
た
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」

格
は
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
度
が
高
い
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い

た
が
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
に
」
格
は
丁
寧
度
に
関
わ
ら
ず
用
い

ら
れ
て
い
た
。

　
本
稿
で
は
、
門
浮
世
風
呂
』
に
お
け
る
登
場
人
物
と
「
へ
」
格
「
に
」
格

と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
『
浮
世
風
呂
』
で
は
、
言
葉
遺
い
の

丁
寧
さ
に
よ
っ
て
、
特
に
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」

格
と
の
問
に
使
用
差
が
見
ら
れ
た
。
他
の
江
戸
語
の
資
料
や
近
代
の
資
料
に

お
い
て
も
、
人
物
を
表
す
名
詞
を
受
け
る
「
へ
」
格
と
「
に
」
格
と
の
使
用

差
は
、
言
葉
遣
い
の
丁
寧
さ
と
関
係
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
稿
に
譲
る
。

注
－
　
青
木
（
一
九
五
六
）
に
よ
る
と
、
「
へ
」
は
平
安
中
期
以
前
ま
で
は
、
「
移

　
動
性
動
作
の
目
標
を
示
し
、
言
語
主
体
の
現
在
地
点
か
ら
遠
く
離
れ
た
地

　
点
へ
向
っ
て
ゆ
く
、
の
意
を
担
っ
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
院

　
政
期
に
な
る
と
「
す
べ
て
の
移
動
性
動
作
の
目
標
」
と
な
り
、
鎌
倉
初
期

　
に
は
移
動
動
作
を
前
提
と
し
た
「
到
達
点
」
を
示
す
。
鎌
倉
中
期
に
な
る

　
と
「
移
動
性
を
全
く
も
た
ぬ
動
作
に
対
し
て
の
目
標
」
を
も
示
し
、
す
べ

　
て
の
動
作
の
目
標
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
室
町
期
に
な
る
と
「
動

　
作
の
行
は
れ
る
場
所
」
を
示
す
用
法
ま
で
見
ら
れ
る
。
現
代
日
本
語
で
は
、

　
青
木
の
述
べ
る
、
「
へ
」
の
本
来
の
機
能
で
あ
る
「
移
動
性
動
作
の
目
標
を

　
示
し
、
言
語
主
体
の
現
在
地
点
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
点
へ
向
っ
て
ゆ
く
、

　
の
意
」
の
み
が
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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注
2
　
近
世
語
に
お
け
る
「
へ
」
格
に
関
し
て
は
、
原
口
（
一
九
六
九
a
）
に

　
お
い
て
調
査
が
な
さ
れ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
主
に
近
世

　
初
頭
の
九
州
関
係
の
資
料
を
用
い
た
研
究
で
あ
る
。
原
口
一
一
九
六
九
a
）

　
で
は
、
近
世
初
頭
の
九
州
地
方
で
は
方
向
を
表
す
助
詞
に
、
「
に
」
が
用
い

　
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
原
口
一
一
九
六
九
a
一

　
に
よ
っ
て
、
青
木
一
一
九
五
六
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
世
初
頭
の

　
京
都
で
は
「
へ
」
格
が
「
に
」
格
よ
り
も
優
勢
で
あ
っ
た
も
の
の
、
ロ
ド

　
リ
ゲ
ス
『
日
本
大
文
典
』
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
「
京
へ
筑
紫
に
坂
東
さ
」

　
と
あ
り
、
九
州
地
方
で
は
「
に
」
格
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で

　
き
る
。

　
　
ま
た
、
露
岡
二
九
七
九
一
に
お
い
て
、
江
戸
語
の
資
料
（
『
浮
世
床
』
文

　
化
十
（
一
八
二
二
一
年
－
文
化
十
一
（
一
八
一
四
）
年
一
に
お
け
る
「
へ
」
格
と

　
「
に
」
格
に
関
し
て
「
行
く
」
と
「
来
る
」
に
限
っ
た
調
査
が
な
さ
れ
て
い

　
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
『
浮
世
床
』
で
は
「
行
く
」
「
来
る
」
に
は
「
へ
」
格

　
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

注
3
『
浮
世
風
呂
』
（
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
－
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
一
は

　
日
本
古
典
文
学
大
系
を
底
本
と
し
た
。
翻
刻
は
限
り
な
く
版
本
に
忠
実
で

　
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
の
例
で
は
、
ル
ビ
は
全
て
省
い
た
。

注
4
　
次
の
よ
う
に
、
「
へ
」
格
と
同
じ
場
所
を
表
す
格
助
詞
と
し
て
、
「
ま

　
で
」
格
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
「
宿
下
り
の
外
は
内
へ
来
る
な
と
申
付
ま
し
た
か
ら
、
近
所
ま
で
お

　
　
　
使
に
参
つ
て
も
内
へ
は
寄
ま
せ
ん
」
（
辰
↓
巳
）

　
こ
の
、
「
ま
で
」
格
は
、
『
浮
世
風
呂
』
で
は
4
例
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
意

　
味
格
と
し
て
の
「
へ
」
格
と
「
ま
で
」
格
に
は
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る

　
た
め
、
本
稿
で
は
考
察
対
象
外
と
し
て
お
く
。

注
5
　
存
在
の
「
に
」
格
は
、
『
浮
世
風
呂
』
で
は
9
3
例
見
ら
れ
た
（
会
話
文
・

　
ト
書
き
・
地
の
文
の
合
計
）
。
な
お
、
青
木
一
一
九
五
六
一
に
よ
る
と
、
天
草

　
本
平
家
物
語
で
は
「
動
作
の
行
は
れ
る
場
所
」
に
も
「
へ
」
格
が
用
い
ら

　
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
存
在
を
表
す
「
へ
」
格

　
の
用
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
の
筆
者
に
よ
る

　
調
査
で
は
『
浮
世
風
呂
』
に
は
、
存
在
を
表
す
「
へ
」
格
が
見
当
た
ら
な

　
か
っ
た
。
あ
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
微
妙
な
例
が
存
在
の

　
「
へ
」
格
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
。

　
　
　
「
そ
れ
で
其
土
地
が
海
へ
僅
一
里
あ
る
。
ど
う
も
は
き
場
が
な
い
か

　
　
　
ら
自
然
と
安
く
売
る
。
そ
こ
は
又
お
江
戸
の
あ
り
が
た
さ
に
は
、
海

　
　
　
へ
一
里
あ
る
所
で
御
覧
じ
ろ
」
一
肝
右
衛
門
↓
中
六
・
あ
ば
民
一

注
6
「
を
」
格
の
省
略
と
思
わ
れ
る
の
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

　
　
　
「
あ
つ
ち
ら
φ
向
ち
や
ア
ド
ド
ド
ン
」
（
兄
↓
四
十
余
の
男
）

注
7
「
を
」
格
の
機
能
を
持
つ
「
さ
」
格
は
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

　
　
　
「
其
廿
両
さ
村
内
へ
割
付
て
、
濁
酒
だ
ア
の
、
居
び
た
り
餅
だ
ア
の
、

　
　
　
あ
ん
で
も
ハ
ア
、
三
日
正
月
で
祝
ツ
け
ヱ
」
（
三
助
↓
人
々
一

注
8
　
矢
澤
（
一
九
九
八
）
、
一
五
一
ぺ
i
ジ
の
表
に
よ
る
。

注
9
　
例
1
1
の
場
合
は
、
「
へ
」
格
の
直
前
に
「
を
」
格
の
機
能
を
持
つ
「
さ
」

　
格
が
あ
る
。
「
さ
」
格
が
重
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
さ
け
て
、
田
舎
者

　
の
例
で
も
「
へ
」
格
を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

注
1
0
　
本
稿
は
、
福
島
（
一
九
九
九
）
の
よ
う
な
、
言
語
変
化
の
考
察
で
は
な

　
く
、
小
松
（
一
九
八
二
一
、
中
田
一
一
九
八
五
一
の
よ
う
に
、
江
戸
語
そ
の
も

　
の
に
お
け
る
考
察
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
福
島
（
一
九
九
九
）
と
は
目
的
が

　
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
、
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
た
た

　
め
、
参
考
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
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