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キ
ー
ワ
ー
ド
一
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
、
「
擬
音
語
」
、

　
　
　
　
　
音
の
大
小
、
美
的
非
美
的

蟹
　
　
爵

表
現
効
果
、

　
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
は
、
「
擬
態
語
」
に
比

べ
そ
の
数
は
か
な
り
少
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
音
も
、

平
安
時
代
の
「
女
流
文
学
作
晶
」
と
い
う
範
囲
で
そ
れ
を
考
え
る
場
合
、

そ
れ
が
美
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
そ
の
使
用
に
つ
い
て
の
積
極

的
な
説
明
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い

て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
が
、
そ
の
音
の
大
小
や
、
そ
の
音
が
美

的
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
基
準
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
ら
は
作
者
に
よ
つ
て
意
図
約
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
作
者
が
そ
の
場
面
に
お
い
て
描
こ
う
と
す
る
も
の
を
印
象
づ
け
、
表

現
す
る
に
お
い
て
効
果
を
挙
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら

が
単
な
る
季
節
感
の
演
出
や
背
景
音
の
描
写
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
、
平
安
時
代
の
他
の
和
文
作
品
と
の
比
較
を
行
い
な

が
ら
明
ら
か
に
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
の
使
用
に
積
極

釣
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
葦

衣
の
音
な
ひ
、
は
ら
く
と
し
て
、
若
き
声
ど
も
、
に
く
か
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帯
木
巻
）

御
門
守
、
寒
げ
な
る
け
は
ひ
、
う
す
㌧
き
出
で
来
て
、
と
み
に
も
、

え
あ
け
や
ら
ず
、
こ
れ
よ
り
外
の
男
、
は
た
、
な
き
な
る
べ
し
、

こ
ほ
く
と
引
き
て
、
－
　
　
　
　
　
一
朝
顔
巻
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

二
人
し
て
、
栗
や
な
ど
や
う
の
物
に
や
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
食
ふ
も
、

闘
き
知
ら
ぬ
心
地
に
は
、
か
た
は
ら
痛
く
て
、
し
ぞ
き
給
へ
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
木
巻
）

　
語
音
に
よ
っ
て
「
音
」
や
対
象
と
な
る
事
物
の
状
態
を
写
し
て
い
る
と
解
釈

さ
れ
る
、
あ
る
い
は
語
音
に
よ
っ
て
感
覚
的
印
象
を
呼
び
起
こ
す
語
彙
を
、
こ

こ
で
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
一
※
・
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
、
右
に
挙
げ
た
、
「
は
ら
く

と
一
や
「
こ
ほ
く
と
一
、
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
一
な
ど
、
「
音
一
を
写
し
て
い
る
と

解
釈
さ
れ
る
も
の
を
「
擬
音
語
」
、
対
象
と
な
る
事
物
の
状
態
を
写
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
る
も
の
を
「
擬
態
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
を
対
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『源氏物語』における「擬音語」（2）

象
と
し
て
、
そ
の
使
用
に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
者
の
意
図
、

そ
れ
ら
が
作
品
の
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割
、
そ
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
、
平

安
時
代
の
他
の
和
文
作
晶
と
比
較
を
し
な
が
ら
考
察
を
行
う
※
2
。

　
平
安
時
代
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
に
つ
い
て
の
研
究
に
は
、
既
に
山
口
伸
美
氏
の

論
が
あ
る
琴
。
｛
口
氏
は
幅
広
い
調
査
を
行
い
、
文
体
と
い
う
観
点
か
ら
和

文
資
料
（
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
す
る
女
流
文
学
作
品
）
に
現
れ
て
い
る
オ

ノ
マ
ト
ペ
ア
を
分
析
し
、
こ
れ
ま
で
平
安
時
代
の
和
文
資
料
に
は
オ
ノ
マ
ト
ペ

ア
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ

と
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
が
目
立
っ
た
印
象
を
与
え
な
い
の
は
、
女
流
文
学
作
品
の

「
典
雅
な
世
界
」
を
損
な
わ
な
い
刊
擬
態
語
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
こ
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
は
小
さ
な
物
音
を
写
し
て
い

る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
大
き
な
物
音
を
写
し
て
い
る
も
の
は
状
況
描
写
上
、

や
む
を
得
ず
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
山
口
氏
の
論
を
参
考
に
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
山
口
氏
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
と
「
擬
態
語
」
の
用
例
数

に
つ
い
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
延
べ
語
数
二
三
〇
例
中
、
「
擬
音
語
」
は
僅
か

十
五
例
で
あ
る
と
指
摘
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
源
氏
物
語
は
、
擬
音
語
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
、
騒
々
し
く
卑
俗
な
作
品

　
の
世
界
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
。
わ
ず
か
に
用
い
ら
れ
る
擬
音
語
も
、
小
さ

　
な
幽
か
な
物
音
や
声
で
あ
つ
た
。
多
く
出
現
す
る
擬
態
語
は
、
積
極
的
に
美

　
化
の
方
向
を
め
ざ
し
て
つ
く
ら
れ
選
び
と
ら
れ
た
語
詞
群
で
あ
つ
た
。
源
氏

　
物
語
の
象
徴
詞
は
、
総
じ
て
、
し
め
や
か
な
作
品
の
世
界
を
つ
く
る
の
に
寄

　
与
す
る
美
的
な
性
質
を
も
つ
語
彙
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』
P
．
3
5
4
∫
3
5
5
）

　
ま
た
、
山
口
氏
は
『
源
氏
物
語
』
に
周
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
態
語
」
の
性
質

に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
非
美
的
な
状
態
を
形
容

す
る
「
擬
態
語
」
の
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
η
擬
態
語
」
が

人
物
造
型
や
人
柄
の
描
写
に
効
果
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
源
氏
物
語
は
、
一
語
一
語
を
全
体
の
構
想
の
中
で
見
き
わ
め
、
位
置
付
け
、

　
操
作
し
て
い
る
。
一
語
一
語
が
、
一
つ
の
緊
張
し
た
意
味
の
世
界
を
め
ざ
し

　
て
、
緊
密
に
結
び
つ
い
て
行
く
、
こ
れ
が
、
源
氏
物
語
の
表
現
で
は
あ
る
ま

　
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』
P
．
3
7
4
）

　
山
口
氏
の
こ
の
説
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
、

氏
が
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
に
つ
い
て
十
分
に
言
及

し
て
い
な
い
こ
と
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
擬

態
語
」
が
意
図
的
に
、
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
「
オ

ノ
マ
ト
ペ
ア
」
と
い
う
語
彙
に
属
す
る
「
擬
音
語
」
が
、
た
だ
「
状
況
描
写
の

た
め
、
や
む
を
得
ず
」
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
「
擬
態
語
」
に

比
べ
、
「
擬
音
語
」
の
使
用
に
は
消
極
的
で
あ
つ
た
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
り
、
「
擬
音
語
」
も
「
擬
態
語
」
と
同
様
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
検
証
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

そ
こ
で
平
安
時
代
の
和
文
資
料
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
と
「
擬
態
語
」
の
出

現
状
況
を
調
査
し
、
延
べ
語
数
で
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
「
擬
態
語
」
に
対

し
「
擬
音
語
」
の
用
例
数
が
、
八
対
一
蚤
と
、
か
な
り
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
れ
は
「
擬
態
語
」
に
比
べ
「
擬
音
語
」
は
象
徴
性
が
高
く
、
語
音
に
よ
っ
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て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
感
覚
的
印
象
が
よ
り
強
く
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

「
擬
態
語
」
よ
り
も
俗
語
的
で
あ
か
ら
さ
ま
な
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぱ
品
位
に

欠
け
る
語
彙
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
擬
音

語
」
と
「
擬
態
語
」
の
間
に
明
確
な
境
界
線
を
設
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た

オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
一
般
語
彙
と
の
間
も
同
様
で
あ
る
が
、
仮
に
こ
れ
ら
を
区
分

し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
擬
音
語
」
か
ら
「
擬
態
語
」
に
な
る
と
そ

の
象
徴
性
は
低
下
し
、
語
音
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
感
覚
的
印
象
の
直
接

性
は
薄
れ
て
い
く
。
こ
の
た
め
平
安
時
代
の
和
文
資
料
に
お
い
て
、
よ
り
一
般

語
彙
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
「
擬
態
語
」
は
頻
用
さ
れ
た
が
、
「
擬
音
語
」

は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
「
擬

態
語
」
は
二
百
例
以
上
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
擬
音
語
」
は
僅
か
十
四
例
※
5

を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
十
四
例
の
「
擬
音
語
」
が
作
晶
中

で
ど
の
よ
う
に
操
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
を
考
え

て
い
く
。

　
具
体
的
な
考
察
に
入
る
ま
え
に
、
こ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音

語
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
っ
ぎ
の

表
（
A
）
に
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
巻
、
そ
の
音
を
聞
い
て
い
る
人

物
、
何
の
音
が
描
写
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
音
の
大
き
さ
を
示
し
た
。
こ

の
（
表
A
）
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
を
、
そ
の
使
用
に

お
け
る
作
者
の
意
図
に
従
つ
て
1
5
皿
に
分
類
し
た
。
1
に
属
す
る
も
の
は
、

そ
の
「
擬
音
語
」
を
、
そ
の
音
を
た
て
て
い
る
人
物
の
状
態
・
そ
の
音
を
聞
い

て
い
る
人
物
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
た
め
に
用
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
、
n
に
属
す
る
も
の
は
、
そ
の
「
擬
音
語
」
を
、
そ
の

場
面
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
1
・
n
に
属
す
る
も
の
の
中
に
は
、
作
品

全
体
に
お
け
る
そ
の
場
面
の
位
置
を
認
識
さ
せ
る
効
果
を
も
生
み
出
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
㎜
と
し
た
も
の
は
、
そ
の
使
用
に
お
い
て
何
ら
か

の
意
図
か
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
1
・
n
の
よ
う
な
表
現
効
果
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

§
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

「
擬
音
語
」
（
表
A
）

皿 ■ 互

n m 1 k j i h 9 圭 e d C b a

そ
よ
そ
よ
と

さ
ら
さ
ら
と

ひ
し
ひ
し
と

ね
う
ね
う
と

つ
ふ
つ
ふ
と

つ
ふ
つ
ふ
と

こ
ほ
こ
ほ
と

ひ
し
ひ
し
と

ほ
ろ
ほ
ろ
と

そ
よ
そ
よ
と

こ
ほ
こ
ほ
と

か
ら
か
ら
と

こ
ほ
こ
ほ
と

は
ら
は
ら
と

擬
音
語

浮
舟

浮
舟

総
角

若
菜
下

若
菜
下

野
分

紅
葉
賀

夕
顔

宿
木

若
菜
上

朝
顔

賢
木

夕
顔

帝
木

巻

遺
方

匂
宮

辮
の
尼

柏
木

小
侍
従

夕
霧

光
源
氏

光
源
氏

薫 夕
霧
と
柏
木

光
源
氏

光
源
氏

光
源
氏

光
源
氏

聞
く
人
物

衣
ず
れ
の
音

伊
豫
簾
の
鳴
る
音

忍
び
渡
る
足
音

子
猫
の
鳴
く
声

胸
の
鳴
る
音

胸
の
鳴
る
音

屏
風
を
た
た
む
音

板
敷
を
踏
む
足
音

栗
な
ど
を
食
べ
る
音

衣
ず
れ
の
立
目

錆
ぴ
た
錠
を
開
け
る
音

花
皿
の
ふ
れ
あ
う
音

唐
臼
を
ひ
く
音

衣
ず
れ
の
立
目

描
写
さ
れ
て
い
る
音

小 小 小 小 小 小
大
（
？
）

小 小 小 大 小 大 ノj・ 立
1
…
1
の
大
小

※
　
予
音
の
清
濁
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
推
定
の
域
を
出
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
た
め
、

一
律
に
濁
点
を
付
し
て
い
な
い
。
ま
た
用
例
に
は
a
｛
n
ま
で
記
号
を
付
し
、
そ
の
使
用

に
お
い
て
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
者
の
意
図
に
よ
つ
て
1
∫
孤
に
分
類
し
た
。
）
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『源氏物語』における「擬音語」（4）

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
は
山
口
氏
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
擬
態
語
」
に
比
べ
そ
の
用
例
数
は
圧
倒
的
に
少
な
い
が
、
少
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
そ
の
使
用
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

ろ
う
。
氏
は
「
擬
態
語
」
と
同
じ
よ
う
に
「
擬
音
語
」
も
美
的
か
非
美
的
か
、

ま
た
そ
の
音
が
大
き
い
か
小
さ
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
行
お
う
と
し
て

い
る
が
、
こ
の
視
点
か
ら
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」

を
分
析
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
（
表
A
）
の
「
描
写
さ
れ
て
い
る
音
」
の
欄
に

示
し
た
よ
う
に
、
小
さ
な
音
で
あ
つ
て
も
例
f
の
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
に
よ
っ
て

写
さ
れ
て
い
る
栗
な
ど
を
食
べ
る
音
が
美
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
一
言
え
ず
、
例

ー
の
「
ひ
し
ひ
し
と
」
に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
い
る
忍
び
渡
る
足
音
は
、
美
的
か

非
美
的
か
と
い
う
判
断
基
準
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
「
擬
音
語
」
に
よ
つ
て
写
さ
れ
て
い
る
「
音
」

が
美
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
否
か
は
お
そ
ら
く
あ
ま
り
聞
題
で
は

な
く
、
そ
の
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
が
ど
の
よ
う
な
場
面
で
あ

る
の
か
、
そ
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
．
そ
れ
が
作
全
体
の
中

で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
吟
味
し

て
み
る
こ
と
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
を
考

え
て
い
く
う
え
で
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
下
で
は
用
例
を
挙
げ
て

そ
の
場
面
が
ど
ん
な
場
面
で
あ
る
の
か
を
考
え
な
が
ら
論
を
進
め
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

二

　
つ
ぎ
に
示
す
の
は
、

例
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
認
め
ら
れ
る
「
擬
音
語
」

の
最
初
の

a
　
寝
殿
の
東
お
も
て
沸
ひ
あ
け
さ
せ
て
、
か
り
そ
め
の
御
し
つ
ら
ひ
し
た

り
。
水
の
心
ば
へ
な
ど
、
さ
る
方
に
を
か
し
く
し
な
し
た
り
。
ゐ
中
家
だ

つ
柴
垣
し
て
、
前
栽
に
、
心
と
め
て
植
ゑ
た
り
。
風
涼
し
く
て
、
そ
こ
は

か
と
な
き
努
聲
く
翼
、
螢
、
し
げ
く
飛
び
ま
が
ひ
て
、
を
か
し
き

程
な
り
。
人
々
、
渡
殿
よ
り
出
で
た
る
泉
に
の
ぞ
き
ゐ
て
、
酒
飲
む
。
主

人
も
、
「
肴
も
と
む
」
と
、
こ
ゆ
る
ぎ
の
急
ぎ
あ
り
く
程
、
窟
は
、
の
ど

や
か
に
眺
め
給
ひ
て
、
「
か
の
、
中
の
品
に
取
り
出
で
㌧
い
ひ
し
、
こ
の

な
み
な
ら
ん
か
し
」
と
思
し
い
づ
。
思
ひ
あ
が
れ
る
気
色
に
、
き
㌧
お
き

給
へ
る
女
な
れ
ば
、
ゆ
か
し
く
て
、
耳
と
オ
め
給
へ
る
に
、
こ
の
西
お
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

て
に
ぞ
、
人
の
け
は
ひ
す
る
。
衣
の
音
な
ひ
、
は
ら
く
と
し
て
、
若
き

聲
ど
も
、
に
く
か
ら
ず
。
さ
す
が
に
、
忍
び
て
笑
ひ
な
ど
す
る
け
は
ひ
、

こ
と
さ
ら
び
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帯
木
巻
）

　
急
な
方
違
え
で
紀
伊
守
の
館
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
つ
た
光
源
氏
は
、
紀
伊

守
の
館
を
観
察
し
、
値
踏
み
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
庭
園
の
有
様
が
光
源
氏

の
目
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
季
節
と
時
刻
が
程
よ
い
こ
ろ
で
あ
る
の
も
手

伝
っ
て
、
風
情
の
あ
る
庭
に
光
源
氏
が
不
満
を
感
じ
て
い
る
様
子
は
な
い
。
そ

こ
で
光
源
氏
は
「
雨
夜
の
晶
定
め
」
を
思
い
出
し
、
品
定
め
で
評
価
さ
れ
た
「
中

の
晶
の
女
」
に
対
す
る
若
い
青
年
ら
し
い
興
味
が
頭
を
も
た
げ
始
め
る
。
光
源

氏
は
こ
れ
ま
で
「
中
の
品
の
女
」
に
身
近
に
接
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

未
知
の
対
象
に
対
す
る
好
奇
心
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
が
、
い
き
な
り
無
作
法

に
相
手
の
姿
を
見
に
行
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
そ
う
な
る
と
湧
き
起
こ
る
好

奇
心
を
満
足
さ
せ
る
方
法
は
、
視
覚
以
外
の
感
覚
を
働
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

噂
に
闘
い
て
い
た
女
の
様
子
を
察
知
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
場
面
で
は
そ
の
手
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段
と
し
て
聴
覚
が
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
光
源
氏
が
「
耳
と
ゴ
め
」
て

西
お
も
て
に
居
る
女
の
様
子
を
深
ろ
う
と
し
て
い
る
、
こ
れ
は
そ
う
い
う
場
面

で
あ
る
。
果
た
し
て
、
初
め
て
身
近
に
、
直
接
自
分
の
聴
覚
で
感
じ
と
っ
た
「
中

の
品
の
女
」
に
対
す
る
評
価
は
、
「
に
く
か
ら
ず
」
と
い
う
語
か
ら
も
解
る
よ

う
に
、
光
源
氏
の
期
待
を
裏
切
る
も
の
で
は
な
く
、
「
中
の
品
の
女
」
に
対
す

る
興
味
が
こ
こ
で
途
絶
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
更
に

大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
他
の
和
文
作
品
を
見
渡
す
と
、
「
は
ら
は
ら
と
」
と
い
う
「
擬

音
語
」
は
『
落
窪
物
語
』
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
示
し
た
『
源
氏
物

語
』
の
例
と
同
様
に
衣
ず
れ
の
音
を
写
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
讃
岐
典
侍
目
記
』
で
は
、
扇
の
骨
を
擦
り
合
わ
せ
る
音
の
描
写
に
「
は

ら
は
ら
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
「
は
ら
は
ら
と
」
と
い

う
「
擬
音
語
」
は
、
何
か
が
こ
す
れ
合
う
微
か
な
物
音
を
写
す
際
に
用
い
ら
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
『
源
氏
物
語
』
帯
木
巻
の
こ
の
場
面
に
お

い
て
光
源
氏
の
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
「
擬
音
語
」
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る

音
が
、
い
か
に
も
落
ち
着
き
に
欠
け
る
騒
々
し
い
物
音
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
光

源
氏
の
「
中
の
品
の
女
」
に
対
す
る
興
味
は
途
端
に
失
せ
て
し
ま
つ
た
で
あ
ろ

う
。
微
か
な
衣
ず
れ
の
音
が
ど
ん
な
場
面
に
お
い
て
も
上
晶
な
も
の
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
好
奇
心
の
虜
に
な
っ
て
い
る
若

い
男
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
に
お
い

て
光
源
氏
が
耳
に
す
る
音
は
、
騒
々
し
い
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
微
か

な
、
期
待
を
打
ち
砕
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
好
奇
心
を
刺
激
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
作
者
は
闘
こ
え
て
く
る
音
と
し

て
「
衣
ず
れ
の
音
」
を
設
定
し
、
「
は
ら
は
ら
と
」
と
い
う
微
か
な
物
音
を
表

す
「
擬
音
語
」
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
物
語
に
は
こ
の
後
、
光
源
氏
の
、
空
蝉
、
夕
顔
と
、
「
中
の
品
の
女
」
に
興

味
を
持
ち
心
魅
か
れ
、
藤
壷
宮
の
形
代
を
求
め
て
女
性
遍
歴
を
重
ね
て
い
く
姿

が
描
か
れ
て
い
く
。
光
源
氏
が
初
め
て
「
中
の
品
の
女
」
を
知
る
、
そ
の
場
面

に
お
い
て
作
品
中
で
初
め
て
「
は
ら
は
ら
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
が
、
単
な
る
偶
然
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
限
ら
れ
た

状
況
の
中
で
、
中
流
貴
族
階
層
に
属
す
る
女
と
い
う
未
知
の
対
象
に
光
源
氏
が

初
め
て
自
身
の
評
価
を
下
す
、
と
い
う
場
面
で
あ
り
、
今
後
の
物
語
の
展
開
を

考
え
る
と
か
な
り
重
要
な
位
置
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
光
源
氏

が
自
身
の
聴
覚
に
よ
つ
て
「
中
の
品
の
女
」
の
様
子
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
印

象
的
に
描
き
出
す
た
め
に
「
擬
音
語
」
が
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
水
の
流
れ
る
音
や
虫
の
声
な
ど
も

光
源
氏
の
耳
に
闘
こ
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
音
を
描
写
す
る

の
に
「
擬
音
語
」
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
衣
ず
れ
の
音
の
描
写
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
「
中
の
晶
の
女
」
に
直
接
結
び
付
く
こ
の
衣
ず

れ
の
音
が
こ
の
場
面
に
お
い
て
他
の
音
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
り
、
「
擬
音
語
」

が
そ
れ
を
用
い
る
場
面
を
考
慮
し
た
う
え
で
配
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。
ま
た
、
物
語
全
体
の
構
成
を
考
え
た
と
き
、
そ
の
場
面
に
お
い
て
用

い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
が
、
そ
の
場
面
の
全
体
に
お
け
る
位
置
を
強
く
認

識
さ
せ
る
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
右
に
挙
げ
た
例
a
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
源

氏
物
語
』
の
中
で
二
番
嚢
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
よ
う
。
つ
ぎ
に
そ
の
例
を
挙
げ
、
考
察
を
続
け
る
。

　
八
月
十
五
夜
、
隈
な
き
月
か
げ
、
ひ
ま
多
か
る
板
屋
、
の
こ
り
な
く
漏

り
来
て
、
見
な
ら
ひ
給
は
ぬ
す
ま
ひ
の
さ
ま
も
、
珍
し
き
に
、
あ
か
つ
き
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近
く
な
り
に
け
る
な
る
べ
し
。
隣
の
家
く
、
あ
や
し
き
、
賎
の
男
の
聲

く
、
塞
ま
し
て
、

　
「
あ
は
れ
、
い
と
寒
し
や
」

　
「
今
年
こ
そ
、
な
り
は
ひ
に
も
、
頼
む
所
す
く
な
く
」

　
「
ゐ
中
の
通
ひ
も
、
思
ひ
か
け
ね
ば
、
い
と
心
ぼ
そ
け
れ
」

　
「
北
殿
こ
そ
、
聞
き
給
ふ
や
」

な
ど
、
言
ひ
か
は
す
も
聞
ゆ
。
い
と
、
あ
は
れ
な
る
、
お
の
が
じ
㌧
の
い

と
な
み
に
、
起
き
出
で
㌧
、
そ
㌧
め
き
騒
ぐ
も
、
程
な
き
を
、
女
、
い
と

恥
づ
か
し
く
思
ひ
た
り
。
艶
だ
ち
、
気
色
ば
ま
ん
人
は
、
消
え
も
入
り
ぬ

べ
き
、
す
ま
ひ
の
さ
ま
な
め
り
か
し
。
さ
れ
ど
、
の
ど
か
に
、
っ
ら
き
も

憂
き
も
、
か
た
は
ら
痛
き
こ
と
も
、
思
ひ
入
れ
た
る
さ
ま
な
ら
で
、
わ
が

も
て
な
し
・
あ
り
さ
ま
は
、
い
と
、
あ
て
は
か
に
、
児
め
か
し
く
て
、
又

な
く
ら
う
が
は
し
き
、
隣
の
用
意
な
さ
を
、
い
か
な
る
こ
と
∫
も
、
闘
き

知
り
た
る
さ
ま
な
ら
ね
ば
、
中
く
恥
ぢ
か
喜
か
ん
よ
り
は
、
罪
許
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
…

れ
て
ぞ
、
見
え
け
る
。
こ
ほ
く
と
、
鳴
る
神
よ
り
も
お
ど
ろ
く
し
く

踏
み
と
∫
ろ
か
す
唐
臼
の
音
も
、
枕
上
と
お
ぼ
ゆ
。
「
あ
な
、
耳
か
し
が

ま
し
」
と
、
こ
れ
に
ぞ
思
さ
る
㌧
。
な
に
の
響
き
と
も
聞
き
入
れ
給
は
ず
、

「
い
と
あ
や
し
う
目
ざ
ま
し
き
音
な
ひ
」
と
の
み
、
聞
き
給
ふ
。
く
だ
く

だ
し
き
事
の
み
多
か
り
。
白
妙
の
衣
う
つ
砧
の
音
も
、
か
す
か
に
、
こ
な

た
・
か
な
た
聞
き
わ
た
さ
れ
、
空
飛
ぶ
雁
の
聲
、
取
り
集
め
て
忍
び
が
た

き
事
多
か
り
。
端
近
き
御
座
所
な
り
け
れ
ば
、
遣
戸
を
引
き
あ
け
給
ひ
て
、

も
ろ
と
も
に
見
出
だ
し
給
ふ
。
ほ
ど
な
き
庭
に
、
ざ
れ
た
る
呉
竹
、
前
栽

の
露
は
、
猶
、
か
差
所
も
お
な
じ
ご
と
き
ら
め
き
た
り
。
努
聲
く
、

み
だ
り
が
は
し
く
、
壁
の
中
の
蛾
蜂
だ
に
、
間
遠
に
聞
き
な
ら
ひ
給
へ
る

御
耳
に
、
さ
し
あ
て
た
る
よ
う
に
、
鳴
き
乱
る
差
、
中
く
さ
ま
か
一

て
思
さ
る
∫
も
、

な
め
り
か
し
。

御
心
ざ
し
の
浅
か
ら
ぬ
に
、
よ
ろ
づ
の
罪
、

許
さ
る
㌧

（
夕
顔
巻
）

　
こ
れ
は
夕
顔
の
宿
で
朝
を
迎
え
た
光
源
氏
の
耳
に
飛
び
込
ん
で
く
る
「
音
」

で
あ
る
。
ま
ず
聞
こ
え
て
く
る
の
は
、
隣
近
所
に
住
む
人
々
の
生
活
臭
に
満
ち

た
会
話
で
あ
り
、
夕
顔
が
「
い
と
恥
づ
か
し
く
」
思
っ
て
い
る
様
子
が
描
写
さ

れ
て
い
る
。
光
源
氏
は
ま
だ
床
の
中
に
お
り
、
賎
の
男
の
声
で
や
っ
と
目
覚
め

た
と
い
う
状
態
で
あ
る
か
ら
、
先
に
挙
げ
た
例
と
同
様
に
視
覚
は
働
い
て
お
ら

ず
、
聴
覚
か
ら
五
條
の
場
末
に
住
む
人
々
の
胃
常
生
活
の
実
態
を
初
め
て
知
る
、

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
夕
顔
の
宿
を
幾
度
か
訪
れ
、
そ
の
様
子
を

知
っ
た
よ
う
な
つ
も
り
で
い
た
光
源
氏
が
、
自
身
の
属
す
る
上
流
貴
族
階
層
と

の
生
活
の
根
本
的
な
相
違
を
思
い
知
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ん
な
に
取
り
繕
っ
て

も
隠
し
き
れ
な
い
、
中
流
貴
族
階
層
の
生
活
を
リ
ア
ル
に
、
象
徴
的
に
表
現
し

て
い
る
の
が
、
こ
の
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
な
の
で
あ
る
。
雷

鳴
よ
り
も
恐
ろ
し
い
く
ら
い
に
、
自
身
の
寝
て
い
る
す
ぐ
枕
上
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
か
と
思
わ
れ
る
唐
臼
の
音
。
「
あ
な
、
耳
か
し
が
ま
し
」
と
光
源
氏
は
「
こ

れ
に
ぞ
思
さ
呑
る
」
の
で
あ
り
、
「
い
と
あ
や
し
う
目
ざ
ま
し
き
音
な
ひ
」
と

こ
の
音
を
非
常
に
不
快
な
ノ
イ
ズ
と
し
て
聞
い
て
い
る
。
こ
こ
で
光
源
氏
が
闘

い
て
い
る
「
音
」
に
つ
い
て
河
添
房
江
氏
は
、

　
　
夕
顔
巻
の
仲
秋
の
夜
、
五
条
の
場
末
で
、
光
源
氏
が
耳
に
し
た
下
衆
た
ち

　
の
物
音
と
話
声
、
雷
鳴
よ
り
も
恐
ろ
し
げ
に
響
く
唐
臼
や
砧
な
ど
の
生
活
音

　
な
ど
、
和
歌
的
心
象
に
お
さ
ま
り
切
れ
な
い
過
剰
な
ま
で
の
音
の
喧
喋
は
夕

　
顔
の
隠
れ
家
の
庶
民
性
を
い
か
ん
な
く
象
っ
て
い
る
。

　
　
　
（
『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
　
第
四
十
巻
三
号
　
P
．
9
4
）

と
述
べ
て
お
り
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
聴
覚
現
象
が
、
和
歌
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的
心
象
と
い
う
文
化
的
コ
ー
ド
が
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
間
題
視
し
、
ま
た
そ
れ
故
に
「
た
く
み
に
効
果
音
を
配
し
た
」
夕

顔
巻
が
際
だ
つ
と
し
て
い
る
。
河
添
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
で
唐
臼

の
音
だ
け
で
な
く
、
下
衆
の
会
話
、
砧
の
音
、
雁
の
声
、
虫
の
声
を
す
べ
て
マ

イ
ナ
ス
の
評
価
を
伴
う
ノ
イ
ズ
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
源
氏
が
初

め
て
自
身
の
属
す
る
階
層
と
は
異
な
る
階
層
の
実
態
を
認
識
す
る
と
い
う
場
面

を
印
象
的
に
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
示
し
た
『
源
氏
物
語
』
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
の
最
初

の
例
と
、
二
番
胃
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
伴
う
大
音
を
写
し
た
例
は
、
そ
の
状
況

を
描
写
す
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
、
中
流
貴

族
と
い
う
光
源
氏
が
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
階
層
を
徐
々
に
知
り
、
理
解
し

て
行
く
段
階
を
描
く
に
お
い
て
非
常
に
た
く
み
に
、
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
視
覚
を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い

て
、
聴
覚
を
通
し
て
そ
の
場
面
を
描
写
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
擬
音
語
」
が
「
卑
俗
な
」
、
「
典

雅
な
世
界
」
を
損
な
う
も
の
で
あ
り
、
可
能
な
限
り
排
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
な
ら
ぱ
、
『
○
○
の
音
（
声
）
が
闘
こ
え
る
」
と
い
う
表
現
で
も
十

分
な
の
で
あ
り
、
「
擬
音
語
」
を
用
い
な
い
と
い
う
選
択
肢
も
存
在
し
た
は
ず

で
あ
る
。
「
擬
音
語
」
を
用
い
な
い
と
い
う
選
択
肢
が
存
在
し
た
中
で
、
敢
え

て
こ
れ
を
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
擬
音
語
」
が
や
む
を
得
ず
用
い
ら

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
擬

音
語
」
は
「
擬
態
語
」
と
は
異
な
り
、
美
的
・
非
美
的
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え

ら
れ
る
よ
う
な
表
現
効
果
を
意
図
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

場
面
に
お
い
て
描
こ
う
と
す
る
も
の
を
、
よ
り
印
象
的
に
表
現
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
場
面
の
作
品
全
体
に
お
け
る
位
置

を
認
識
さ
せ
る
効
果
を
生
み
出
す
可
能
性
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
の

中
で
は
他
に
二
例
認
め
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
（
表
A
）
で
例
d
と
し
た
朝
顔
巻

の
錆
び
た
錠
を
開
け
る
音
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
例
は
h
と
し
た
紅

葉
賀
巻
の
屏
風
を
た
た
む
音
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い

て
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
は
、
三
例
と
も
比
較
的
大
き
な
物
音
を
写
し
た
も
の
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
作
品
を
み
て
も
、
『
宇
津
保
物
語
』
で
は
屏
風
や
几

帳
が
倒
れ
る
音
、
『
蜻
蛉
目
記
』
で
は
雷
鳴
の
轟
く
音
、
作
者
の
眠
り
を
破
る

船
端
を
叩
く
音
、
『
讃
岐
典
侍
目
記
』
で
は
都
屋
の
調
度
品
を
移
動
さ
せ
た
り

壊
し
た
り
し
て
い
る
音
の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
大
き
な
物
音
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
耳
に
不
快
な
音
を
写
し
た
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
「
擬

音
語
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
誉
。
平
安
時
代
の
和
文
資
料
を
み
て
も
、

大
き
な
物
音
が
「
擬
音
語
」
に
よ
つ
て
写
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
く
、
「
こ
ほ

こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
そ
の
も
の
が
、
「
擬
音
語
」
と
し
て
用
い
ら
れ

る
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
中
で
も
目
立
つ
存
在
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
擬
音
語
」
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
三
例
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
山
q
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
品
世
界
を
損
な
わ
な
い

「
擬
音
語
」
が
選
ば
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」

と
い
う
「
擬
音
語
」
は
そ
の
資
格
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
排
除
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
状
況
描
写
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
用
い
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
品
中
に
複
数
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面

に
お
い
て
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
や
む
を
得
ず
用
い
ら
れ
た

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
た
く
み
に
利

用
し
て
、
年
若
い
光
源
氏
が
初
め
て
自
身
の
属
す
る
階
層
と
は
異
な
る
中
流
貴
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族
階
層
の
生
活
の
実
態
を
聴
覚
を
通
し
て
知
る
と
い
う
場
面
を
印
象
的
に
描
き

出
す
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
光
源
氏
の
成
長
段
階

に
お
け
る
こ
の
場
面
の
位
置
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
生
み
出
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
他
に
下
衆
の
会
話
や
あ
ち
こ
ち
か
ら

聞
こ
え
て
く
る
砧
の
音
、
雁
の
声
、
虫
の
声
な
ど
が
耳
障
り
な
ノ
イ
ズ
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
が
、
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
唐
臼
の
音
の
描
写

の
み
で
あ
り
他
の
音
の
描
写
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
擬
音
語
」

が
焦
点
を
絞
つ
て
効
果
的
に
配
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　
こ
こ
に
挙
げ
た
例
の
他
に
も
、
同
様
の
効
果
を
有
す
る
例
が
あ
る
。
既
に
挙

げ
た
朝
顔
巻
の
錆
び
た
錠
を
開
け
る
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
、

桐
壼
院
が
亡
く
な
つ
た
今
と
な
つ
て
は
訪
れ
る
人
も
な
く
、
琉
れ
す
さ
び
、
落

塊
の
一
途
を
辿
る
ば
か
り
の
桃
園
宮
の
状
態
と
、
人
の
心
・
世
の
常
な
ら
ぬ
こ

と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
賢
木
巻
の
例
C
「
か
ら
か
ら
と
」
は
、
宮
中
を

離
れ
、
雲
林
院
に
滞
在
し
て
い
る
光
源
氏
が
聞
い
て
い
る
、
法
師
達
が
花
皿
を

洗
う
音
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
生
き
る
世
界
と
は
異
な
る
世
界
の
生

活
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
光
源
氏
が
仏
門
に

心
魅
か
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
e
若
菜
上
巻
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
、
女
三
宮
方
の
女
房
達
が
猫
の
騒
動
に
驚
き
身
じ
ろ
ぐ
様
子

を
描
い
て
い
る
「
そ
よ
そ
よ
と
」
琴
と
い
う
衣
ず
れ
の
音
を
写
し
た
「
擬
音

語
」
は
、
嗜
み
や
深
い
思
慮
に
欠
け
る
女
三
宮
方
の
人
々
の
有
様
を
物
語
っ
て

い
る
し
、
例
f
宿
木
巻
に
見
ら
れ
る
、
浮
舟
方
の
女
房
達
が
栗
な
ど
を
食
べ
て
．

い
る
音
を
写
し
て
い
る
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
も
同
様
で
あ
ろ

う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
貴
婦
人
と
し
て
十
分
な
教
養
や
立
ち
屠
振
る
舞

い
を
身
に
つ
け
て
お
ら
ず
、
自
ら
の
意
志
を
持
つ
て
い
な
い
女
性
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
女
三
宮
と
浮
舟
方
の
女
房
達
の
描
写
に
、
「
擬
音
語
」
が
マ
イ
ナ
ス

の
評
価
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
む
興
味
深
く
、
単
な
る
偶
然

で
は
な
い
、
作
者
の
意
図
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
は
、
そ
の
音
を
た
て
て
い
る
人
物
の

状
態
・
そ
の
音
を
聞
い
て
い
る
人
物
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
印
象
的
に
描
き

出
す
と
い
う
意
図
を
も
つ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
面
の
作

品
全
体
に
お
け
る
位
置
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
生
み
出
す
可
能
性
を

孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
（
表
A
）
に
示
し
た
用
例
a

∫
f
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

三

　
そ
れ
で
は
、
つ
ぎ
に
、
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
擬
音
語
」
に
つ
い
て
考
察
を

行
う
。
そ
の
例
を
示
し
て
お
く
。

g
夜
中
も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
、
風
の
、
や
嘉
く
し
う
吹
き
た
る
は
。

ま
し
て
、
松
の
ひ
ゾ
き
、
木
ぶ
か
く
聞
こ
え
て
、
気
色
あ
る
鳥
の
空
声
に

鳴
き
た
る
も
、
「
鼻
は
、
こ
れ
に
や
」
と
、
お
ぼ
ゆ
。
打
ち
思
ひ
め
ぐ
ら

す
に
、
こ
な
た
・
か
な
た
、
け
遠
く
う
と
ま
し
き
に
、
人
声
せ
ず
。
「
な

ど
て
、
か
く
、
は
か
な
き
宿
は
取
り
っ
る
ぞ
」
と
、
く
や
し
さ
も
、
や
ら

ん
か
た
な
し
。
右
近
は
、
物
も
お
ぼ
え
ず
、
君
に
つ
と
添
ひ
た
て
ま
つ
り

て
、
わ
な
㌧
き
死
ぬ
べ
し
。
又
、
「
こ
れ
も
、
い
か
な
ら
む
」
と
、
心
そ

ら
に
て
と
ら
へ
給
へ
り
。
わ
れ
ひ
と
り
、
さ
か
し
き
人
に
て
、
思
し
や
る

方
ぞ
な
き
や
。
火
は
、
ほ
の
か
に
ま
た
㌧
き
て
、
母
屋
の
際
に
立
て
た
る

扉
風
の
か
こ
み
、
こ
ふ
と
の
、
隈
く
し
く
、
お
ぼ
え
給
ふ
に
、
物
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の
足
音
、
ひ
し
ひ
し
と
踏
み
鳴
ら
し
つ
㌧
、
後
よ
り
寄
り
来
る
心
地
す
。

「
惟
光
、
と
く
参
ら
な
ん
」
と
お
ぼ
す
。
あ
り
か
さ
だ
め
ぬ
も
の
に
て
、

こ
㌧
か
し
こ
、
た
づ
ね
け
る
程
に
、
夜
の
明
く
る
程
の
久
し
さ
は
、
千
代

を
過
ぐ
さ
ん
心
地
し
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
巻
）

　
こ
れ
は
、
「
な
に
が
し
の
院
」
に
お
い
て
夕
顔
が
絶
命
し
、
ど
う
す
る
こ
と

も
で
き
ず
困
惑
す
る
光
源
氏
の
様
子
を
描
写
し
た
場
面
で
あ
る
。
「
な
に
が
し

の
院
」
が
非
常
に
心
も
と
な
い
、
薄
気
味
悪
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
纂
の
鳴
き

声
と
い
う
効
果
音
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
に

お
い
て
「
擬
音
語
」
は
、
不
気
味
に
鳴
く
鼻
の
鳴
き
声
を
描
写
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
実
際
に
は
闘
こ
え
な
い
、
後
か
ら
忍
び
寄
つ
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
何
物
か
の
足
音
を
写
し
た
も
の
と
し
て
「
ひ
し
ひ
し
と
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
実
際
に
闘
こ
え
て
く
る
「
音
」

で
は
な
く
、
現
実
に
は
闘
こ
え
て
い
な
い
「
音
」
の
描
写
に
「
擬
音
語
」
を
用

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
何
物
か
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
足

音
が
リ
ア
ル
に
闘
こ
え
て
く
る
気
が
す
る
ほ
ど
、
光
源
氏
が
不
安
に
苛
ま
れ
、

怯
え
、
平
静
を
失
つ
て
し
ま
っ
て
い
る
心
理
状
態
に
あ
る
こ
と
が
描
き
出
さ
れ
、

体
中
で
感
じ
て
い
る
光
源
氏
の
恐
怖
感
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
足
音
は
現
実
世
界
の
物
音
で
は
な
く
、
光
源
氏
の
心
理
状
態
か
ら
生
ま

れ
た
架
空
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
他
の
人
間
に
は
聞
こ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
（
表
A
）
に
示
し
た
例
i
：
］
の
「
つ
ふ
つ
ふ
と
」
胸
の
鳴
る
音

も
同
様
で
あ
り
、
未
人
に
し
か
聞
こ
え
な
い
音
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う

に
当
の
人
物
に
し
か
聞
こ
え
な
い
音
を
「
擬
音
語
」
を
も
つ
て
具
体
性
を
増
し

て
描
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
人
物
の
平
静
で
な
い
心
理
状
態
が
克
明
に
描
き

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
の
人
物
に
し
か
闘
こ
え
な
い
と

い
う
心
理
的
な
音
に
「
擬
音
語
」
を
用
い
た
場
合
、
「
擬
音
語
」
の
、
直
接
的

に
感
覚
的
印
象
に
訴
え
る
機
能
が
和
ら
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
源

氏
物
語
』
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
十
四
例
の
う
ち
三
例
が
、
周

囲
の
人
間
に
は
聞
こ
え
な
い
音
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
も
作
者
の

配
慮
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
例
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
描
き
出
す
の
に
効
果
を
上
げ

て
い
る
例
は
他
に
も
認
め
ら
れ
る
。
同
じ
「
ひ
し
ひ
し
と
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
（
表
A
）
で
ー
と
し
た
総
角
巻
の
例
は
、
宇
治
の
大
君
に
内
緒
で
薫
を
案
内

す
る
辮
の
尼
が
、
足
音
が
大
君
に
聞
こ
え
る
の
で
は
な
い
か
と
小
さ
な
物
音
に

も
心
を
砕
い
て
い
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。
例
㎜
と
し
た
浮
舟
巻
の
例
は
、

匂
宮
が
宇
治
に
赴
き
浮
舟
を
か
い
間
見
す
る
場
面
で
伊
豫
簾
が
「
さ
ら
さ
ら
と
」

鳴
る
音
を
写
し
て
お
り
、
相
手
方
に
自
分
の
存
在
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
心
を

砕
き
、
微
か
な
物
音
に
も
敏
感
に
な
つ
て
い
る
匂
宮
の
心
理
状
態
が
よ
く
伝

わ
っ
て
く
る
。
例
h
と
し
た
紅
葉
賀
巻
の
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
は
、
暗
闇
の
中
で

屏
風
を
た
た
ん
で
い
る
人
物
が
誰
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
、
光
源
氏
の
不
安
感

を
煽
る
音
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
右
で
述
べ
た
i
＝
〕
の
例
、
野
分
巻
・
著

菜
下
巻
の
「
つ
ふ
つ
ふ
と
」
胸
の
鳴
る
音
は
、
期
待
感
や
焦
燥
感
の
描
写
に
ス

ト
レ
ー
ト
に
結
び
付
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
擬

音
語
」
は
意
図
的
に
配
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
登
場
人

物
の
心
理
状
態
の
描
写
に
も
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
右
で
述
べ
た
（
表
A
）
で
n
に
属
す
る
と
し
た
例
は
、
「
擬
音
語
」

で
あ
る
が
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
描
写
す
る
に
お
い
て
効
果
を
挙
げ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
能
か
ら
見
る
と
「
擬
態
語
」
、
ま
た
は

「
擬
情
語
」
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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『源氏物語』における「擬音語」（10）

　
こ
れ
ま
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
が
、
そ
の
場
面
に
お
い

て
描
こ
う
と
す
る
も
の
を
印
象
的
に
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
場
面
の
作
品
全
体
に
お
け
る
位
置
を
認
識
さ
せ
る
効
果
を
も
生

み
出
す
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
が

用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
象
徴
的
に
描
き
出

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
例
を
挙
げ
、
そ
の
場
面
の
解
釈
を
加
え
な
が

ら
述
べ
て
き
た
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」

が
、
ど
の
よ
う
な
「
音
」
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え

て
み
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
雷
鳴
や
風
の
音
、
波
の
音
な
ど
の
自

然
現
象
、
季
節
を
感
じ
さ
せ
る
鳥
や
虫
の
声
な
ど
を
写
し
た
「
擬
音
語
」
は
見

い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
動
物
の
声
を
写
し
て
い
る
例
が
一
例
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
例
は
子
猫
の
鳴
き
声
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
（
例
k
）
、
作

晶
中
で
微
に
入
り
細
に
入
る
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
四
季
折
々
の
季
節
感
と
は

全
く
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
「
音
」
を
伴
う
自
然
現
象
が
作
品
中
に
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
須
磨
巻
に
お
け
る
激
し
い
雷
鳴
、
野
分
巻
の
嵐
な
ど
を
思
い
浮
か

べ
れ
ば
、
す
ぐ
に
誰
も
が
気
付
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
作
晶
中
に
は
「
虫

の
声
（
音
）
」
と
い
う
言
葉
が
幾
度
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
、
周
知
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
様
々
な
自
然
現
象
を
作
品
中
に
取
り
入
れ
、
季
節
の

移
り
変
わ
り
や
そ
の
時
節
が
ら
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
擬
音
語
」
そ

の
も
の
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
平
安
時
代
の
他
の
和
文
作
品
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
自
然
現
象

が
「
擬
音
語
」
を
伴
つ
て
描
か
れ
て
い
る
。
『
蜻
蛉
目
記
』
で
は
雷
鳴
が
「
こ

ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
で
描
写
さ
れ
て
お
り
、
『
大
鏡
』
で
は
雑
の

鳴
き
声
に
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
自
然

現
象
音
を
「
擬
音
語
」
で
も
つ
て
写
し
と
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
他
作
品
の
例
か
ら
伺
え
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
「
擬
音
語
」
が
自
然
現
象
の
描
写
に
用
い
ら
れ
な

か
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
口
氏
は
『
蜻
蛉
目
記
』
の
例
と
比
較

し
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
源
氏
物
語
で
も
、
須
磨
の
地
で
何
目
も
続
く
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
、
雷
鳴

　
が
と
ど
ろ
き
、
落
雷
し
て
い
る
が
、
雷
の
音
を
う
つ
す
擬
音
語
は
使
用
さ
れ

　
て
い
な
い
。
源
氏
物
語
は
、
大
音
を
う
つ
す
擬
音
語
に
よ
つ
て
典
雅
な
作
品

　
世
界
が
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』
　
P
，
3
4
5
）

氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
恐
ろ
し
く
鳴
り
響
く
雷
の
大
音
は
、
「
典
雅
な
」
も
の

で
あ
る
と
墜
言
え
ず
、
「
擬
音
語
」
を
も
つ
て
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
が
避
け

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
大
音
で
な
く
小
さ
な
物
音

で
あ
り
な
が
ら
、
「
典
雅
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
、
む
し
ろ
庶
民
性
や
日
常

性
、
は
し
た
な
さ
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
物
音
が
『
源
氏
物
語
』
中
に
「
擬
音
語
」

を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
（
表
A
）
に
示
し
た
例
e
・
f
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
微
か
な
物
音
で
あ
る
な
ら
許
容
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る

の
な
ら
ば
、
虫
の
声
や
風
の
渡
る
音
な
ど
を
写
し
た
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ

て
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
擬
音
語
」
を
も
つ
て
描
か
れ
て
い
る
物
音
は
、

そ
の
大
小
が
許
容
の
基
準
に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
大
小
が
「
典
雅
」
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で
あ
る
か
「
卑
俗
」
で
あ
る
か
と
い
う
属
性
に
そ
の
ま
ま
正
比
例
す
る
も
の
で

も
な
い
。
『
源
氏
物
語
』
の
中
の
「
擬
音
語
」
を
そ
の
音
の
大
小
や
、
「
典
雅
な
」

も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
擬
音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
何
を
象

徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
作
品
全
体

の
構
成
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
そ
の
場
面
の
全
体
に
お
け
る
位
置
と
を
考
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
自
然
現
象
が
「
擬
音
語
」
を
用
い
て
描

か
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
擬
態
語
」
の
ほ
と
ん
ど
が
美

的
な
状
態
の
形
容
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
擬
態
語
」
の
よ
う

に
多
用
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
志
が
あ
れ
ば
「
擬
音
語
」

も
同
様
に
「
典
雅
な
」
作
晶
世
界
を
損
な
わ
な
い
よ
う
な
耳
に
心
地
よ
い
、
プ

ラ
ス
の
評
価
が
な
さ
れ
る
音
や
声
の
描
写
に
限
定
し
て
用
い
る
こ
と
も
可
能
で

あ
つ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
作
者
は
「
擬
音
語
」
を
そ
の
よ
う
に

扱
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
「
擬
音
語
」
に
は
「
擬
態
語
」

と
は
異
な
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
て
い
る
人
物
の
状
態
、
あ
る
い
は
そ

の
音
を
闘
い
て
い
る
人
物
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
や
、
そ
こ
に
お
け
る
登
場
人

物
の
心
理
状
態
に
結
び
付
け
て
そ
の
場
面
を
印
象
的
に
描
き
出
す
と
い
う
役
割

を
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
、
そ
の
場
面
の
背
景
を
描
写
し
た
り
、
季
飾
感

を
演
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
用
法
を
、
敢
え
て
避
け
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
平
安
時
代
の
他
の
和
文
作
晶
に
認
め
ら
れ
る
、

和
歌
中
に
お
い
て
「
擬
音
語
」
が
掛
詞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
、

『
源
氏
物
語
』
に
は
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
※
8
。

作
者
は
「
擬
音
語
」
を
あ
り
き
た
り
の
、
お
決
ま
り
の
掛
詞
と
し
て
用
い
る
こ

と
も
避
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
い
う
語
彙
に

属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
「
擬
音
語
」
と
「
擬
態
語
」
は
『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
、
決
し
て
等
し
な
み
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
表

現
効
果
に
お
け
る
差
異
を
よ
く
認
識
し
、
そ
の
差
異
を
作
品
中
で
有
効
に
利
用

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
、
『
源
氏
物
語
』
中
た
だ
一
例
の
、
動
物
（
生
物
）
の

鳴
き
声
を
写
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
「
擬
音
語
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た

い
。
先
に
少
し
触
れ
た
、
子
猫
の
鳴
き
声
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
そ

の
例
を
示
す
。

k
　
つ
ひ
に
、
こ
れ
を
尋
ね
と
り
て
、
夜
も
、
あ
た
り
近
く
臥
せ
給
ふ
。
あ

け
た
て
ば
、
猫
の
か
し
づ
き
を
し
て
、
撫
で
養
ひ
た
ま
ふ
。
人
げ
遠
か
り

し
心
も
、
い
と
よ
く
馴
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
、
衣
の
裾
に
ま
つ
は
れ
、
よ

り
臥
し
む
つ
る
㌧
を
、
ま
め
や
か
に
、
う
つ
く
し
と
思
ふ
。
い
と
い
た
く

な
が
め
て
、
端
近
く
よ
り
臥
し
給
へ
る
に
、
来
て
、

　
「
ね
う
く
」

と
、
い
と
ら
う
た
げ
に
鳴
け
ば
、
か
き
撫
で
㌧
、
「
う
た
て
も
、
す
す
む

か
な
」
と
、
ほ
㌧
ゑ
ま
る
。

　
「
恋
ひ
わ
ぶ
る
人
の
形
見
と
手
馴
ら
せ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
な
れ
よ
何
と
て
鳴
く
ね
な
る
ら
ん

　
こ
れ
も
、
む
か
し
の
契
り
に
や
」

と
、
顔
を
見
で
、
の
た
ま
一
ば
、
い
よ
く
、
ら
う
た
げ
に
鳴
く
を
、

ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
、
な
が
め
居
給
へ
り
。
御
達
な
ど
は
、
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「
あ
や
し
く
、
に
は
か
な
る
猫
の
、
時
め
く
か
な
」

　
　
「
か
や
う
な
る
物
、
見
入
れ
給
は
ぬ
御
心
に
」

と
、
と
が
め
け
り
。
宮
よ
り
召
す
に
も
、
ま
ゐ
ら
せ
ず
。

．
こ
れ
を
語
ら
ひ
給
ふ
。

と
り
こ
め
て
、

　
（
若
菜
下
巻
）

　
こ
れ
は
棉
木
が
、
女
三
宮
の
と
こ
ろ
で
見
か
け
た
子
猫
を
、
女
三
宮
の
実
兄

で
あ
る
東
宮
を
経
由
し
て
や
っ
と
の
思
い
で
手
に
入
れ
、
恋
し
い
人
の
形
代
に
、

目
々
「
撫
で
養
ひ
」
、
語
ら
い
、
東
宮
か
ら
返
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
手
元
に

お
い
て
可
愛
が
つ
て
い
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
あ
ま
り
の
可
愛
が
り
よ
う
に

女
房
達
が
不
審
に
思
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
女
三
宮
は
楠
木
が
切

望
し
た
女
皇
子
で
あ
つ
た
が
希
望
は
叶
え
ら
れ
ず
、
六
條
院
（
光
源
氏
）
に
降

嫁
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
女
三
宮
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
柏
木
が
、
ひ
ょ

ん
な
偶
然
か
ら
思
い
人
の
姿
を
目
撃
す
る
と
い
う
場
面
が
若
菜
上
巻
に
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
、
御
簾
を
巻
き
上
げ
る
と
い
う
偶
然
を
生
み
出
し
た
の
が
、
外

な
ら
ぬ
こ
の
子
猫
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
恋
し
い
人
の
姿
を
目
に
し
た
柏
木
の

思
い
は
い
や
増
し
、
せ
め
て
も
の
慰
め
に
と
当
の
子
猫
を
入
手
し
愛
玩
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
柏
木
と
女
三
宮
の
関
係
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
「
猫
」

が
暗
示
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
物
語
を
も
う
少
し
読
み
進
め
て
い
く
と
、
つ

い
に
女
三
宮
の
女
房
小
侍
従
の
手
引
き
で
、
二
人
が
密
会
を
も
つ
場
面
が
描
か

れ
て
お
り
、
そ
の
後
柏
木
が
見
る
夢
の
中
に
猫
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
猫

の
夢
は
懐
妊
の
予
兆
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
、

女
三
宮
は
そ
の
と
お
り
、
柏
木
の
子
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　
今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
二
人
の
間
に
「
猫
」
が
介
在
す
る
の
は
右
に
引
用

し
た
場
面
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
子
猫
は
た
ま
た
ま
登
場
し
た
だ
け

の
猫
で
な
い
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
子
猫
が
、
柏
木
の
手
の

中
で
可
愛
ら
し
く
鳴
い
て
い
る
、
そ
の
鳴
き
声
に
「
ね
う
ね
う
と
」
と
い
う
「
擬

音
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
動
物
（
生
物
）
の
鳴
き
声
や
自
然
現
象
が
「
擬
音
語
」
を
も
っ
て
描

写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
「
ね
う
ね
う
と
」
が
、

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
擬
音
語
」
と
同
様
に
、
作
者
が
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ

て
配
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
の
意
図
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
ね
う
ね
う
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
、
注
釈
書
等
で
は
「
寝
む
、

寝
む
」
に
掛
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
「
う
」

と
表
記
さ
れ
た
音
が
擁
音
で
あ
つ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ

の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
一
方
で
、
［
豊
］
と
い
う

母
音
の
連
続
が
鋤
音
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
「
ね
う
ね
う
」

が
、
そ
の
ま
ま
「
寝
む
、
寝
む
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
難

し
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
擬
音
語
」
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
柏
木
に
は
「
ね

う
ね
う
」
が
、
ま
さ
し
く
「
寝
む
、
寝
む
」
と
一
言
つ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
て

い
る
と
い
う
説
が
も
っ
と
も
ら
し
く
唱
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
疑
間
の
残
る
こ
の
説
が
、
大
き
な

抵
抗
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
ね
う
ね
う
」
を
「
寝

む
、
寝
む
」
と
解
釈
し
て
も
何
ら
矛
盾
を
き
た
す
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
、
柏

木
の
女
三
宮
を
恋
い
慕
う
心
情
を
表
現
す
る
に
お
い
て
高
い
効
果
が
得
ら
れ
る

こ
と
に
起
因
す
る
。
恋
し
い
人
の
形
代
に
無
理
に
子
猫
を
手
に
入
れ
、
周
囲
の

女
房
達
が
不
思
議
に
思
う
く
ら
い
、
昼
夜
そ
れ
を
愛
玩
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
恋
情
、
女
三
宮
へ
の
思
い
入
れ
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
と
誰

も
が
感
じ
る
。
「
ね
う
ね
う
」
が
「
寝
む
、
寝
む
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、
女

三
宮
の
形
代
で
あ
る
子
猫
が
何
か
物
言
い
た
げ
に
語
り
か
け
て
き
て
い
る
と
考
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え
れ
ば
、
柏
木
の
思
い
が
増
し
て
い
く
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場

面
に
お
い
て
柏
木
の
感
情
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
柏
木
が
和
歌
を

詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
せ
め
て
も
の
慰
め
に
と
手
元

に
置
い
た
子
猶
で
あ
っ
た
が
、
柏
木
の
恋
情
は
簡
単
に
押
さ
え
ら
れ
も
の
で
は

な
く
、
い
よ
い
よ
大
き
く
膨
ら
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
場
面
か
ら

読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
柏
木
の
恋
情
が
こ
れ
以
上
大
き
く
な
る
こ
と
は
、
あ
る
事
件
の
出
来
を
予
感

さ
せ
る
。
杜
会
的
に
許
さ
れ
な
い
恋
情
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
そ
の
結
末

は
密
通
と
い
う
不
義
に
辿
り
着
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』

に
お
い
て
は
、
既
に
光
源
氏
と
そ
の
義
母
で
あ
る
藤
壷
宮
と
の
密
通
が
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い
起
こ
し
、
第
二
の
不
義
が
行
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
に
と
っ
て
は

因
果
応
報
と
も
言
え
る
第
二
の
不
義
を
予
感
さ
せ
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
「
ね

う
ね
う
と
」
と
い
う
作
品
中
唯
一
の
動
物
の
鳴
き
声
を
写
し
た
「
擬
音
語
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
緒
果
と
し
て
、
第
二
の
不
義
は
起
こ
り
、
そ
の

後
秘
密
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
人
物
は
、
苦
し
く
辛
い
人
生
を
送
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
は
、
過
去
の
出
来
事
と
そ
の
顛
末
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
今
後
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
事
件
と
そ
の
展
開
を
予
感
さ
せ
、
か
つ
今

後
の
物
語
の
行
方
を
暗
示
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
生
言
え
る
。
「
ね
う
ね
う
」

と
い
う
子
猫
の
鳴
き
声
は
、
柏
木
の
恋
情
の
高
ま
り
を
描
き
出
し
、
読
者
に
こ

の
場
面
を
印
象
づ
け
、
今
後
の
展
開
を
暗
示
す
る
効
果
の
一
端
を
担
う
も
の
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
唯
一
用
の
動
物
の
鳴
き
声

を
写
し
て
い
る
「
擬
音
語
」
は
、
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
印
象
的
に
表
現
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
物
語
全
体
に
お
け
る
こ
の
場
面
の
位
置
を
認
識

さ
せ
、
今
後
の
展
開
を
予
感
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
生
み
出
す
可
能
性
を
も
有

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
用
法
は
自
然
現
象
や
虫
の
鳴
き

声
に
よ
っ
て
季
節
感
を
描
写
し
た
り
、
登
場
人
物
を
と
り
ま
く
自
然
の
有
様
を

表
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
物
語
全
体
の
構
成
を
視
野
に
入
れ

た
う
え
で
の
計
算
さ
れ
た
、
意
図
的
な
も
の
で
あ
り
、
≒
擬
音
語
」
の
直
接
性

と
象
徴
性
を
最
大
限
に
活
か
し
た
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

！、

　
こ
れ
ま
で
例
を
挙
げ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬

音
語
」
は
、
単
な
る
季
節
感
の
演
出
や
背
景
音
の
描
写
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
。
「
状
況
描
写
の
た
め
に
や
む
を
得
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
」

と
い
う
よ
り
も
積
極
的
な
説
明
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
何
ら
か
の

音
を
写
し
て
い
る
「
擬
音
語
」
は
、
あ
る
生
活
階
層
に
属
す
る
人
々
の
実
態
を

象
徴
的
に
、
ま
た
印
象
的
に
表
現
し
た
り
、
登
場
人
物
の
そ
の
場
面
に
お
け
る

心
理
状
態
を
た
く
み
に
描
写
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
面
の
作
品
全
体
に
お

け
る
位
置
を
認
識
さ
せ
る
効
果
を
生
み
出
す
可
能
性
を
も
有
す
る
も
の
と
し
て

機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
者
に
よ
つ
て
意
図
的
に
操
作
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
中
十
四
例
認
め
ら
れ
る
「
擬
音
語
」
の
ほ
と

ん
ど
が
、
一
」
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
※
9
。
こ
れ

ま
で
例
を
挙
げ
て
説
明
を
行
わ
な
か
つ
た
も
の
も
あ
る
が
（
例
n
）
、
そ
れ
は

ま
た
、
視
覚
が
働
か
な
い
状
況
に
お
い
て
何
ら
か
の
手
掛
か
り
を
示
す
も
の
と

し
て
機
能
し
て
お
り
、
読
者
に
そ
の
場
面
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
『
擬
音
語
」
は
、
そ
の
物
音
の
大
小
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や
、
そ
の
音
が
美
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
基
準
で
は

説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
意
図
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

場
面
で
描
こ
う
と
す
る
も
の
を
印
象
づ
け
、
表
現
す
る
に
お
い
て
効
果
を
挙
げ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え

る
。　

ま
た
、
平
安
時
代
の
他
の
和
文
作
品
を
み
る
と
、
『
落
窪
物
語
』
の
オ
ノ
マ

ト
ペ
ア
、
特
に
「
擬
音
語
」
の
用
い
ら
れ
方
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
『
落

窪
物
語
』
の
「
擬
音
語
」
に
つ
い
て
は
山
q
氏
も
他
作
品
と
の
差
異
を
認
め
、

女
流
作
品
と
男
性
の
手
に
な
る
作
品
と
の
文
体
と
の
違
い
を
述
ぺ
て
い
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
相
違
に
よ
る
も
の
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
段
階
で
は
明
ら
か
に
述
べ
る
だ
け
の
材

料
を
持
た
な
い
。
本
稿
で
充
分
な
説
明
を
加
え
ら
れ
な
か
つ
た
例
の
考
察
と
と

も
に
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
注

※
1
　
こ
こ
で
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
語
彙
は
、
様
々
な
名
称
で
呼
ば

　
れ
て
い
る
。
広
く
行
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『
擬
音
語
㌻
「
擬
態
語
」
で
あ
り
、
そ
の

　
他
に
も
「
擬
声
謡
」
二
擬
容
語
」
二
擬
情
語
」
・
「
象
徴
詞
」
な
ど
、
多
く
の
研
究
者

　
が
自
身
の
概
念
に
基
づ
い
て
、
そ
の
定
義
や
名
称
を
明
確
な
も
の
に
し
よ
う
と
試
み

　
て
い
る
が
、
未
だ
そ
れ
を
な
し
得
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
．
．
◎
暮
薗
線
o
習
Φ
鼠
．
．

　
を
、
そ
の
ま
ま
片
仮
名
に
置
き
換
え
て
行
わ
れ
て
い
る
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
」
と
い
う

　
術
藷
を
用
い
る
一
」
と
に
す
る
。
．
．
o
竃
曽
警
習
Φ
鼠
．
．
と
い
う
語
は
、
も
と
も
と
、
イ
ェ
ス

　
ペ
ル
セ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
直
接
模
倣
」
を
表
す
も
の
で
あ
る
た
め
、
対
象
と
さ
れ
る

　
事
物
の
状
態
を
写
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
語
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
す
る
向
き
も

　
あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
考
察
対
象
と
す
る
語
彙
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
述
べ
ら

　
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
音
」
を
語
音
に
よ
つ
て
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
・
対
象
と
さ

　
れ
る
事
物
の
状
態
を
語
誓
に
よ
っ
て
写
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
明
確
に
一
方
に
定

　
め
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
場
面
に
よ
っ
て
両
方
に
用
い
ら
れ
る
語
も
存
在
す

　
る
。
両
者
の
聞
に
確
然
た
る
境
界
線
を
ひ
く
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
名
称
に
よ
る
混

　
乱
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
」
と
い
う
語
を
、
い
わ
ゆ
る
「
擬

　
声
語
」
・
η
擬
音
語
」
・
「
擬
態
語
（
擬
容
語
）
」
、
心
理
状
態
を
表
す
「
擬
情
語
」
を
総

　
称
す
る
術
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
つ
ぎ
に
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
語
棄
の
定
義
で
あ
る
が
、
こ
れ
も

　
有
効
な
も
の
は
見
い
だ
せ
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準

　
と
し
て
、
「
連
濁
現
象
を
趨
こ
さ
な
い
こ
と
」
・
「
語
基
が
派
生
関
係
を
も
た
な
い
．
こ
と
」

　
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
ど
れ
も
矛
膚
を
含
ん
で
お
り
、
有
効
な
基
準
と
は
書

　
え
な
い
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
と
一
般
語
棄
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
こ
れ
は
最

　
終
的
に
話
者
の
主
観
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア

　
の
中
に
は
、
私
た
ち
が
聴
覚
で
も
っ
て
感
知
す
る
「
音
」
に
非
常
に
近
い
印
象
を
呼

　
び
趨
こ
す
語
も
あ
る
が
、
対
象
と
さ
れ
る
事
物
の
状
態
を
写
す
語
に
な
る
と
そ
の
抽

　
象
度
は
増
し
、
紬
象
度
が
高
く
な
る
ほ
ど
一
般
語
彙
に
近
づ
い
て
い
く
と
考
え
ら
れ

　
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
一
」
で
本
稿
で
は
、
従
来
判
定
基
準
と
ぎ
れ
て
き
た
条
件
を
一
応

　
参
考
に
し
た
う
え
で
、
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
」
を
、
語
音
に
よ
っ
て
「
音
」
や
対
象
と
さ

　
れ
る
事
物
の
状
態
を
写
し
て
い
る
、
語
音
に
よ
っ
て
感
覚
的
印
象
を
呼
ぴ
趨
こ
す
語

　
彙
と
定
義
す
る
。

※
2
　
本
稿
は
『
源
氏
物
語
』
の
申
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
擬
音
語
」
に
つ
い
て
考
察
を

　
進
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
他
に
も
『
竹
取
物
語
』
・
『
伊
勢
物
語
㌣
『
大
和
物
語
』
・

　
『
宇
津
保
物
語
』
・
『
落
窪
物
語
』
・
『
堤
中
納
言
物
語
㌣
『
大
鏡
』
・
『
土
佐
買
記
』
・
『
蜻

　
蛉
目
記
』
べ
和
泉
式
部
目
記
』
・
『
紫
式
部
口
H
記
』
べ
更
級
貝
記
』
・
『
讃
岐
典
侍
目

　
記
』
・
『
枕
革
子
』
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
の
調
査
を
行
っ
た
。
平
安
時
代
の
和
文
資
料
を

　
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
が
、
お
お
よ
そ
の
僚
向
は
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え

　
て
お
り
、
そ
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
の

　
用
い
ら
れ
方
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
私
見
を
述
ぺ
る
。

※
3
　
山
口
伸
美
氏
の
論
文
、
「
今
昔
物
語
集
の
象
徴
詞
－
表
現
論
的
考
察
1
」
（
『
王

　
朝
』
五
粉
）
・
「
平
安
時
代
の
象
徴
詞
！
性
格
と
そ
の
変
遷
過
彊
1
」
（
『
紀
要
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（15）『筑波費本語研究』創刊号筑波大学文芸・言語研究科買本語学研究室1996

　
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
文
科
』
十
四
号
）
・
「
源
氏
物
語
の
語
彙
－
象
徴
詞
を

　
中
心
に
1
」
（
明
治
書
院
『
古
代
の
語
棄
』
）
・
「
源
氏
物
語
の
象
徴
詞
1
1
そ
の
独

　
自
の
用
法
1
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
六
十
巻
十
号
）
に
詳
し
く
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
こ
れ
ら
の
識
文
は
、
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

※
4
　
参
考
資
料
と
し
て
、
今
回
調
査
し
た
範
囲
で
得
ら
れ
た
繕
果
を
表
に
ま
と
め
た
も

　
の
を
示
し
て
お
く
。
こ
れ
を
（
表
B
）
と
す
る
。

※
5
　
山
口
氏
の
調
査
で
は
十
五
例
と
さ
れ
て
い
る
。
末
摘
花
巻
の
「
む
む
と
」
を
、
｛

　
口
氏
は
末
摘
花
の
笑
い
声
と
考
え
「
擬
音
語
」
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

　
は
現
代
語
に
蟹
き
換
え
る
と
「
う
ん
、
う
ん
と
」
額
い
て
い
る
声
で
あ
る
と
解
釈
さ

　
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
擬
音
語
」
に
含
め
な
か
っ
た
。

※
6
　
『
落
窪
物
語
』
で
は
「
こ
ほ
こ
ほ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
、
腹
を
下
し
た
人

　
物
の
腹
の
鳴
る
音
の
描
写
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
『
枕
章
子
』
で
は
沓
を
鳴
ら
す
音
の

　
描
写
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
・
筆
者
の
意
図
に
基
づ

　
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

※
7
　
こ
の
「
そ
よ
そ
よ
と
」
と
い
う
「
擬
音
語
」
は
、
注
釈
書
に
よ
っ
て
は
「
そ
れ
よ
、

　
そ
れ
よ
」
と
い
う
意
の
会
誘
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
山

　
口
氏
と
同
様
に
、
女
房
達
の
衣
ず
れ
の
音
を
写
し
た
「
擬
音
語
」
で
あ
る
と
考
え
る
。

※
8
　
参
考
資
料
と
し
て
挙
げ
た
、
（
表
B
）
を
参
照
の
一
」
と
。

※
9
　
（
表
A
）
で
W
と
分
類
し
た
例
は
、
積
極
的
な
説
明
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る

　
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
例
n
の
浮
舟
巻
の
「
そ
よ
そ
よ
と
」
は
、
例
を
挙

　
げ
、
解
釈
を
加
え
な
が
ら
説
明
を
行
っ
て
き
た
例
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
効
果
が
非

　
常
に
軽
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
n
だ
け
で
な
く
、
宇
治
十
帖
で
用
い

　
ら
れ
て
い
る
例
e
「
ほ
ろ
ほ
ろ
と
」
・
例
k
「
さ
ら
さ
ら
と
」
も
、
他
の
例
に
比
べ
る

　
と
同
様
の
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
擬
音
語
」
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
、
宇
治
十

　
帖
は
作
者
が
異
な
る
と
い
う
説
を
補
強
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
も
恩
わ
れ
る
。

（表B）§参考資料オノマトペアの出現状況

作晶名 「擬音語」 「擬態語」ジ
ヤ
ン
ル

地
の
文

会
話
文

心
謡
文
消
息
和
歌

地
の
文

会
話
文

心
話
文
消
息
和
歌

竹取物語 5 5

伊勢物語 1物
語
作
品

大和物語 2 亘1 1
宇津保物語 2 3 39 8 1

源氏物語 13 196 15 6 1 1

落窪物語
1亘 1 1 26 13 1

堤中納言物語 10

土佐目記 玉 1

購翰胃記
呈2 亘 28 三 1

和泉式部目記 4目
記 紫式部目記 1 11

更級胃記 1 1l

讃岐典侍貝記 2 22 玉 1 1
随 枕草子 9 54 2

合　　言十 50 亘 8 419 45 7 2 6

表中のプランクはゼ回を表す。※

磐
考
文
献

春
目
政
治
（
一
九
二
三
）
「
奈
良
朝
人
の
擬
声
語
」
　
『
奈
良
文
化
』
第
四
号

石
黒
魯
平
（
一
九
五
〇
）
「
『
擬
態
語
』
の
名
構
を
疑
ふ
」
　
『
言
語
研
究
』
十
六

　
　
　
　
（
一
九
六
五
）
「
擬
音
語
と
擬
容
語
」
　
『
言
語
生
活
』
一
七
一

亀
井
　
孝
（
一
九
七
三
）
「
春
鶯
鱒
」
　
『
国
語
学
』
一
二
九

泉
　
邦
寿
（
一
九
七
六
）
「
擬
声
語
・
擬
態
語
の
特
質
」

　
　
　
　
　
　
　
『
貝
本
語
の
語
彙
と
表
現
』
目
本
語
講
座
4
　
大
修
館
書
店

金
困
一
春
彦
（
一
九
七
九
）
「
擬
音
語
。
擬
態
語
概
説
」
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『源氏物語』における喉音語j（16）

　
　
　
　
　
　
　
浅
野
鶴
子
『
擬
音
語
・
擬
態
語
辞
典
』
所
収
　
角
川
書
店

鈴
木
雅
子
（
一
九
八
四
）
「
擬
声
語
・
擬
音
語
・
擬
態
語
」

　
　
　
　
　
　
　
『
研
究
資
料
員
本
文
法
4
』
　
明
治
書
院

長
谷
川
洋
子
（
一
九
九
一
）
「
擬
声
語
・
擬
態
語
に
つ
い
て
ー
物
語
り
文
学
作
品
を

　
　
　
　
　
　
中
心
に
ー
」
　
『
山
梨
大
学
　
国
語
国
文
と
国
語
教
育
』
5

困
守
育
啓
（
一
九
九
三
）
　
「
日
本
語
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
韻
・
形
態
的
特
徴
」

　
　
　
　
　
　
　
『
月
刊
言
語
』
六
月
号

河
添
房
江
（
一
九
九
五
）
「
源
氏
物
語
と
聴
覚
」

　
　
　
　
　
　
　
『
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
十
巻
三
号
　
学
燈
杜

O
・
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン
著
市
河
三
喜
・
神
保
格
訳
（
一
九
二
五
）

　
　
　
　
　
　
　
『
言
語
　
そ
の
本
質
。
発
達
及
ぴ
起
源
』
　
岩
波
書
店

小
林
英
夫
（
一
九
五
五
）
『
一
言
語
学
方
法
論
考
』
　
三
省
堂

山
口
仲
美
（
一
九
八
。
四
）
『
平
安
文
学
の
文
体
の
研
究
』
　
明
治
書
院

箆
　
譲
雄
・
困
守
育
啓
編
（
一
九
九
三
）

　
　
　
　
　
　
　
『
オ
ノ
マ
ト
ピ
ア
　
擬
音
・
擬
態
語
の
楽
園
』
　
勤
草
書
房

　
　
　
　
使
隔
予
キ
ス
ト

　
『
竹
取
物
語
』
・
『
伊
勢
物
語
』
・
『
大
和
物
語
㌣
『
源
氏
物
語
』
・
『
落
窪
物
語
』
・
『
堤

中
納
言
物
語
』
・
『
土
佐
目
記
㌣
『
蜻
蛉
日
記
』
・
『
和
泉
式
部
目
記
㌣
『
更
級
目
記
㌣

『
枕
草
子
㌣
『
大
鏡
』
は
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
り
、
『
宇
津
保
物
語
』
は

古
典
文
庫
本
、
『
讃
岐
典
侍
貝
記
』
は
新
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
を
使
用
し
た
。
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