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一

私
く
ら
ゐ
の
若
い
身
で
、
こ
ん
な
事
を
申
す
の
は
、
大
層
口
は
ゞ
つ
た
い
様

で
、
気
恥
し
く
も
な
る
の
で
す
が
、
記
者
の
方
の
設
問
が
、
私
の
考
へ
癖
に

這
入
つ
て
来
ま
し
た
の
で
、
遠
慮
な
い
と
こ
ろ
を
申
し
あ
げ
ま
す
。

私
な
ど
が
ま
づ
、
今
の
世
間
で
は
、
一
番
正
当
に
国
学
者
の
伝
統
を
承
け
た

若
者
と
言
は
ゞ
言
へ
る
人
間
な
の
で
せ
う
。
私
の
教
室
で
す
る
講
義
ぶ
り
や

表
出
な
ど
を
反
省
し
て
見
ま
し
て
も
、
亡
く
な
ら
れ
た
恩
師
三
矢
重
松
先
生

の
俤
が
、
あ
り
〳
〵
自
分
の
内
に
生
き
て
ゐ
る
の
に
驚
か
れ
ま
す
。
其
に
、

私
の
最
若
い
時
分
の
頭
を
支
配
せ
ら
れ
た
先
生
は
、
敷
田
年
治
翁
の
子
飼
ひ
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の
お
弟
子
だ
つ
た
亀
島
三
千
丸
と
言
ふ
方
で
し
た
。

私
ど
も
と
同
時
代
の
若
い
文
学
者
の
方
々
と
比
べ
て
、
心
の
上
に
あ
る
自
由

が
失
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
私
自
身
に
も
わ
か
り
ま
す
。
其
と
共
に
、
あ
る

誇
り
を
感
じ
て
ゐ
る
点
も
、
理
会
の
進
ん
だ
国
語
教
育
者
諸
君
に
、
認
容
し

て
頂
け
る
事
と
存
じ
ま
す
。
幸
に
私
は
、
大
阪
の
場
末
に
育
ち
ま
し
た
。
書

物
の
廉
い
時
世
に
、
わ
り
に
窮
迫
せ
な
い
中
学
時
代
を
過
し
ま
し
た
。
帝
国

文
庫
な
ど
は
、
か
う
し
た
少
年
の
古
典
欲
　
　
と
で
も
申
し
ま
せ
う
か
　
　

に
は
恰
好
の
も
の
で
し
た
。
柔
弱
な
私
に
は
、
「
太
平
記
」
や
「
盛
衰
記
」

な
ど
よ
り
も
、
近
松
物
、
種
彦
物
な
ど
が
親
し
ま
れ
ま
し
た
。
一
方
「
少
国

民
」
「
少
年
世
界
」
に
飽
い
て
も
、
四
角
ば
つ
た
「
少
年
文
集
」
や
「
中
学

世
界
」
な
ど
を
毛
嫌
ひ
し
た
私
は
、
兄
や
父
の
と
つ
て
居
た
「
文
庫
」
、
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「
太
陽
」
な
ど
の
盗
み
読
み
を
楽
し
み
ま
し
た
。

今
の
中
学
の
様
子
か
ら
は
、
空
想
も
出
来
な
い
話
で
す
が
、
そ
の
頃
二
年
上

級
の
友
人
に
恐
し
く
早
熟
な
読
書
家
が
あ
り
ま
し
た
。
源
氏
物
語
も
尠
く
と

も
、
「
須
磨
源
氏
」
位
の
習
得
は
持
つ
て
居
た
様
で
す
。
其
う
へ
、
な
か
〳

〵
の
雑
書
読
み
で
、
江
戸
の
軟
ら
か
な
物
は
元
よ
り
、
支
那
小
説
の
類
ま
で

も
知
つ
て
居
る
の
で
し
た
。
昼
の
休
み
な
ど
に
、
運
動
場
の
隅
に
此
友
人
を

真
中
に
、
小
さ
な
輪
を
つ
く
つ
て
耳
を
欹
て
た
私
た
ち
の
若
い
顔
の
ほ
て
り

や
、
心
の
動
き
を
回
想
す
る
事
が
出
来
ま
す
。

源
氏
の
、
空
蝉
と
軒
端
の
荻
と
に
動
揺
す
る
両
様
の
心
持
ち
な
ど
は
、
た
い

し
た
誤
解
な
く
説
明
し
て
聞
か
さ
れ
た
事
を
覚
え
て
居
ま
す
。
又
、
う
ぢ
〳

〵
顔
も
え
挙
げ
な
い
で
、
「
覚
後
禅
」
の
梗
概
に
耳
傾
け
た
自
分
を
思
ひ
出
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さ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

か
う
し
た
先
輩
を
持
つ
た
私
の
読
書
欲
が
、
ま﹅
せ﹅
な
い
訳
は
あ
り
ま
せ
ん
。

乱
読
の
傾
向
は
、
益
々
激
し
く
な
つ
て
行
く
ば
か
り
で
し
た
。
併
し
此
が
後

々
、
王
朝
以
前
の
書
物
以
外
を
顧
る
事
の
出
来
な
く
な
つ
て
か
ら
の
私
に
、

ど
れ
だ
け
役
に
立
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
か
訣
ら
な
い
の
で
す
。

中
学
二
年
の
時
に
父
を
い
た
ぶ
つ
て
大
判
の
言
海
を
買
う
て
貰
う
て
戻
つ
た

車
の
上
の
、
ゑ
ま
し
い
気
分
が
思
ひ
出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
一
年
目
に
河
内

へ
嫁
入
つ
て
居
た
姉
の
藪
入
り
の
時
に
、
万
葉
集
略
解
の
四
六
判
の
洋
本
を

ゆ
す
り
得
た
時
の
気
分
も
、
ま
だ
あ
り
〳
〵
と
残
つ
て
ゐ
ま
す
。

其
後
私
の
生
活
気
分
の
底
に
万
葉
読
み
か
ら
浸
み
出
た
も
の
が
、
ち
び
〳
〵

こ
び
り
つ
い
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
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○

而
も
飽
く
ま
で
幸
福
で
あ
つ
た
私
は
、
此
等
の
乱
読
を
整
理
す
る
根
本
原
理

の
様
な
も
の
を
、
と
り
込
む
事
が
出
来
て
ゐ
ま
し
た
。
其
は
、
中
学
三
年
頃

に
死
に
別
れ
た
友
人
が
、
高
等
小
学
時
代
に
私
の
何
の
本
か
と
交
換
し
て
く

れ
た
落
合
、
小
中
村
両
氏
の
新
撰
日
本
外
史
並
び
に
、
四
季
に
配
当
し
た
表

題
の
少
年
日
本
歴
史
と
で
も
言
ひ
ま
し
た
か
、
雅
文
体
の
物
か
ら
出
て
ゐ
る

様
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
は
段
々
普
通
の
書
物
好
み
か
ら
遠
ざ
か
つ
て

行
つ
た
様
で
す
。
「
日
本
書
紀 
葦  
牙 
ア
シ
カ
ビ

」
と
言
ふ
本
を
天
王
寺
の
古
本
屋
か

ら
見
つ
け
て
来
て
、
神
代
の
神
の
名
を
す
つ
か
り
諳
誦
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

ま
る
で
小
さ
い 

語  

部 

カ
タ
リ
ベ

の
様
な
姿
で
す
。
医
者
だ
つ
た
父
は
医
者
に
な
れ
と

殆
ど
遺
言
と
申
す
事
も
出
来
る
ほ
ど
、
死
に
際
ま
で
申
し
て
居
ま
し
た
。
で
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も
卒
業
し
た
時
は
、
母
・
叔
母
な
ど
を
泣
か
し
て
も
、
や
つ
ぱ
り
文
学
を
す

る
と
主
張
し
ま
し
た
。
而
も
私
の
は
、
二
重
の
難
関
を
通
り
ぬ
け
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
文
学
を
や
る
な
ら
、
第
三
高
等
学
校
へ
行
け
と
、
や
つ
と

言
ひ
出
し
て
く
れ
た
叔
母
を
更
に
失
望
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
其

は
、
ど
う
し
て
も
国
学
院
へ
這
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
ふ
不
思
議
な
決
心

を
持
つ
て
居
た
か
ら
で
す
。
国
文
学
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
の
、
あ
る
思

想
系
統
を
漠
然
と
掴
ん
で
ゐ
た
訳
な
の
で
す
。

私
の
歩
ん
だ
道
が
、
私
以
外
の
人
々
に
も
正
し
い
も
の
と
ま
で
自
信
を
持
つ

て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
併
し
な
が
ら
、
私
の
考
へ
方
は
、
こ
の
筋
道

に
沿
う
て
、
出
て
来
る
も
の
よ
り
外
に
は
な
い
は
ず
で
す
。
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二

私
は
、
教
育
家
の
口
か
ら
、
児
童
生
徒
の
個
性
尊
重
の
話
を
聞
く
度
に
、
今

日
の
教
育
の
救
は
れ
な
い
も
の
に
成
つ
た
理
由
を
痛
感
し
ま
す
。
教
育
と
宗

教
と
は
、
別
物
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
宗
教
に
似
た
心
に
立
つ

た
場
合
に
限
つ
て
、
訓
育
も
智
育
も
理
想
的
に
現
れ
る
の
だ
と
考
へ
ま
す
。

こ
の
情
熱
が
な
く
て
は
、
教
授
法
も
、
教
育
学
も
、
意
味
が
失
は
れ
て
ま
ゐ

り
ま
せ
う
。
生
徒
、
児
童
の
個
性
を 

開  

発 
カ
イ
ホ
ツ

す
る
も
の
は
、
生
徒
児
童
の
個

性
で
は
な
く
て
、
教
育
者
の
個
性
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
へ
ば
、
優
れ
た
芸
術
家
が
、
一
人
で
も
先
輩
或
は
、
周
囲
の
影
響
を
受

け
な
い
で
、
偉
大
な
個
性
に
目
醒
め
た
と
い
ふ
例
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
教
育
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は
畢
竟
、
個
性
を
芽
生
え
さ
せ
る
所
に
意
味
が
あ
る
筈
で
す
。
併
し
そ
の
上

に
、
そ
の
個
性
に
、
あ
る
進
路
を
与
へ
る
こ
と
が
な
く
て
は
、
教
育
者
自
身

の
存
在
は
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
。
強
い
言
ひ
表
し
方
を
す
れ
ば
、
教
育
は
、

個
性
を
以
つ
て
個
性
を
征
服
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
意
義
が
あ
る
の
で
す
。

謂
は
ゞ
、
個
性
の
戦
争
で
あ
る
の
で
す
。

世
の
中
に
固
定
を
恐
る
べ
き
も
の
は
、
教
育
家
が
第
一
で
あ
る
と
致
さ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
一
歩
停
ま
れ
ば
、
被
教
育
者
か
ら
殺
さ
れ
る
も
の
と
の
覚
悟

が
い
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
常
に
足
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。
こ

の
間
の
消
息
は
、
合
同
教
育
、
連
帯
訓
化
の
今
の
世
で
は
、
忘
れ
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
す
。
昔
の
塾
教
育
に
比
べ
て
、
今
の
学
校
教
育
の
呪
は
れ
が
ち
な
の

は
、
教
育
者
の
人
物
に
由
る
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、
教
育
者
の
責
任
の
軽
く
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な
つ
た
の
に
も
、
原
因
は
あ
り
ま
す
。

神
授
の
物
を
授
け
て
は
な
ら
な
い
と
言
つ
て
、
旧
信
仰
の
忘
れ
形
身
の
様
な

個
性
尊
重
説
の
下
に
動
き
の
と
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
る
教
育
家
は
、
実
は
自
身

の
個
性
に
信
頼
が
出
来
な
い
の
で
す
。
自
身
侮
り
、
卑
下
し
て
居
て
、
個
性

の
戦
争
な
ど
に
思
ひ
の
及
ぶ
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
教
育
は
職
業
に
な
り
ま

し
た
。
合
同
作
業
に
な
り
ま
し
た
。
被
教
育
者
の
個
性
の
征
服
は
勿
論
、
教

育
者
同
士
の
間
に
も
、
も
つ
と
妥
協
態
度
を
棄
て
る
必
要
が
あ
り
は
し
ま
せ

ん
か
。
お
互
の
教
育
効
果
を
減
殺
す
る
事
を
気
に
す
る
よ
り
先
に
、
影
響
の

強
さ
を
競
ふ
つ
も
り
に
な
つ
て
欲
し
い
も
の
で
す
。
競
争
の
成
心
な
く
、
自

然
に
揉
み
合
ひ
、
凌
ぎ
あ
ひ
の
行
は
れ
る
の
を
理
想
と
し
ま
す
。

国
語
教
育
を
受
け
持
つ
者
が
、
何
の
為
に
英
語
や
、
数
学
や
博
物
の
教
師
と
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協
調
し
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
せ
う
。
思
ふ
存
分
に
力
を
伸
べ
て
こ
そ
、
真

の
効
果
は
生
じ
る
の
で
す
。
被
教
育
者
の
能
力
は
、
教
育
者
の
空
想
す
る
程

貧
弱
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
各
学
科
そ
の
効
果
を
争
ふ
必
要
が
あ
り
ま

す
。
国
語
科
の
先
生
は
、
常
に
、
不
生
産
的
な
学
科
だ
と
言
つ
た
自
覚
に
尻

ご
み
し
て
、
け
な
さ
れ
勝
ち
に
な
つ
て
居
ま
す
。
此
は
教
育
の
目
的
を
、
功

利
的
に
考
へ
て
ゐ
る
か
ら
の
自
卑
で
す
。
ど
う
も
や
つ
ぱ
り
、
読
み
書
き
に

国
語
教
育
の
本
旨
が
あ
る
と
考
へ
る
人
が
多
い
様
な
の
は
困
り
ま
す
。
だ
か

ら
、
国
語
教
育
の
上
に
大
事
の
め﹅
ど﹅
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
箇
条
が
顧
み
ら

れ
な
い
で
ゐ
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
三
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国
語
教
育
者
の
口
か
ら
聞
け
さ
う
な
事
で
、
一
度
も
聞
い
た
事
の
な
い
の
は
、

「
造
語
能
力
」
に
関
し
た
問
題
で
す
。
我
々
の
責
任
の
属
し
て
ゐ
る
明
治
以

後
の
社
会
が
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
自
由
な
造
語
、
発
想
法
を
発
明
し
ま
し
た
か
。

私
ど
も
の
祖
先
の
ど
の
時
代
に
対
し
て
も
、
実
際
恥
が
ま
し
く
思
は
れ
る
の

は
、
此
点
で
す
。
明
治
大
正
の
学
者
ぶ
り
、
高
尚
が
る
風
潮
が
、
ど
ん
な
に

軽
便
主
義
と
握
手
し
て
、
造
語
、
発
想
能
力
を
鈍
ら
し
た
事
で
せ
う
。
陸
海

軍
の
人
々
が
、
生
硬
な
音
覚
を
喜
ぶ
様
な
の
は
問
題
外
で
す
。
世
間
普
通
の

人
々
が
、
皆
単
綴
語
の
漢
字
を
く
つ
つ
け
合
せ
て
、
言
語
に
対
す
る
生
み
の

苦
し
み
を
し
な
い
の
は
ど
う
し
た
も
の
で
せ
う
。
造
語
能
力
・
発
想
能
力
の

後
ず
さ
り
し
た
今
の
世
間
を
、
国
語
教
育
者
は
何
と
眺
め
て
居
る
の
で
せ
う
。
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学
術
語
な
ら
ば
、
ぐ﹅
り﹅
い﹅
く﹅
語
に
で
も
、
相
当
な
中
身
は
段
々
出
来
て
来
ま

す
。
私
ど
も
は
其
に
満
足
し
て
ゐ
る
様
な
姿
な
の
で
す
。
本
来
が
本
来
だ
け

に
、
浅
く
脆
い
さ
く
〳
〵
し
た
語
ば
か
り
を
、
明
治
大
正
の
私
ど
も
は
造
り

ま
し
た
。
ど﹅
つ﹅
し﹅
り﹅
し﹅
た﹅
語
、
し﹅
な﹅
や﹅
か﹅
な﹅
言
ひ
表
し
方
、
品
の
よ
い
言
語

情
調
な
ど
が
、
ど
こ
に
あ
り
ま
せ
う
。
新
聞
を
見
て
も
、
雑
誌
を
見
て
も
、

私
ど
も
の
語
は
浅
ま
し
く
陳
列
せ
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
学
校
に
も
、
街
頭
に

も
、
電
車
の
中
に
も
、 

傍 
田 
舎 

カ
タ
ヰ
ナ
カ

の
寄
り
合
ひ
に
も
、
使
は
れ
て
ゐ
る
語
は
、

皆
ぎ﹅
し﹅
や﹅
ば﹅
つ﹅
た﹅
形
式
の
、
空
疎
な
内
容
の
も
の
で
す
。
造
語
の
責
任
感
の

乏
し
い
新
聞
記
者
が
、
や
た
ら
と
む﹅
づ﹅
か﹅
し﹅
く﹅
て
、
げ﹅
び﹅
て
、
と
げ
〳
〵
し

い
語
を
製
造
し
ま
す
。
役
人
は
役
人
で
、
ま
だ
漢
語
を
使
ふ
事
が
官
吏
の
気

品
を
示
す
所
以
だ
と
言
つ
た
、
妙
な
階
級
意
識
を
失
は
な
い
で
居
ま
す
。
其
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為
、
郡
・
村
・
大
字
の
爺
・
婆
・
子
ど
も
ま
で
が
、
ぎ﹅
ご﹅
ち﹅
な﹅
い﹅
、
徒
ら
に

ひ
ね
く
れ
た
音
覚
を
持
つ
語
を
喜
ん
で
使
ひ
ま
す
。

「
べ
う
ほ
（
苗
圃
）
を
う
く
わ
い
（
迂
回
）
し
て
行
き
や
、
ぢ
つ
き
せ
い
は

ん
（
製
板
小
屋
）
が
見
え
る
が
の
し
」

此
は
、
五
十
恰
好
の
木
樵
り
が
大
台
ヶ
原
の
山
中
で
、
道
を
教
へ
て
く
れ
た

時
の
語
で
す
。
国
語
教
育
家
は
前
代
の
人
々
に
対
し
て
、
ど
う
申
し
わ
け
が

あ
る
と
思
ふ
の
で
せ
う
。
私
は
、
国
語
調
査
会
の
事
業
が
、
な
ぜ
此
方
面
に

伸
び
て
行
か
な
い
の
か
を
訝
し
み
ま
す
。
漢
字
制
限
の
申
し
合
せ
は
、
確
か

に
よ
い
結
果
を
生
み
ま
せ
う
。
併
し
、
責
任
者
自
身
す
ぐ
に
実
行
に
う
つ
ら

な
い
の
は
ど
う
し
た
事
な
の
で
す
。
新
聞
記
者
は
、
気
移
り
目
移
り
の
早
い

人
々
で
す
。
今
暫
ら
く
は
、
む
づ
か
し
い
字
を
仮
名
に
改
め
る
し﹅
ち﹅
面
倒
を
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堪
へ
て
居
て
も
ぢ
き
に
元
に
戻
り
ま
す
。
世
間
は
、
誰
も
仮
名
で
隈
な
く
表

さ
れ
る
語
を
使
は
う
と
は
し
な
い
の
で
す
も
の
。

仮
名
づ
か
ひ
の
為
に
、
時
間
を
空
費
す
る
事
も
、
心
配
は
心
配
で
す
が
、
で

も
、
此
方
に
比
べ
れ
ば
、
消
極
的
の
事
で
す
。
私
ど
も
の
祖
先
か
ら
の
語
は
、

ど
ん
〳
〵
死
語
と
し
て
、
辞
書
の
鬼
籍
に
入
つ
て
行
き
ま
す
。
其
に
替
る
も

の
が
、
ど
し
〳
〵
漢
字
典
か
ら
掘
り
出
さ
れ
て
く
る
木
乃
伊
で
あ
る
の
を
ど

う
見
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
稀
に
国
語
的
発
想
に
従
つ
た
も
の
も
、
徳
川
時
代

の
色
町
か
ら
出
た
語
よ
り
も
、
す﹅
さ﹅
ん﹅
だ﹅
気
持
ち
を
持
つ
て
ゐ
る
の
は
情
な

い
な
あ
と
言
つ
た
詠
歎
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
積
極
の
努
力
を
要
す
る

問
題
で
す
。

国
語
の
運
命
を
支
配
す
る
位
置
に
ゐ
る
官
庁
や
、
団
体
が
、
見﹅
て﹅
く﹅
れ﹅
の﹅
は﹅

16新しい国語教育の方角



で﹅
や﹅
か﹅
さ﹅
を
喜
ぶ
傾
向
の
あ
る
の
は
、
国
民
生
活
を
思
ふ
人
の
為
事
と
し
て

は
、
寂
し
す
ぎ
る
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

近
年
盛
ん
に
な
つ
た
芸
術
教
育
は
結
構
な
事
で
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
れ
だ
け

の
自
覚
か
ら
出
て
ゐ
る
か
に
な
る
と
、
甚
し
く
気
が
細
り
ま
す
。
芸
術
教
育

の
国
民
生
活
に
滋
味
を
与
へ
る
事
が
、
造
語
能
力
の
増
進
と
言
ふ
処
ま
で
伸

び
な
け
れ
ば
、
嘘
だ
と
思
ひ
ま
す
。

略
語
発
想
を
例
に
と
つ
て
見
ま
せ
う
。
昔
な
ら
、
商
工
業
の
人
々
が
、
近
江

屋
六
兵
衛
だ
か
ら
近
六
、
大
工
の
金
蔵
だ
か
ら
、
て﹅
ん﹅
ぷ﹅
ら﹅
屋
の
五
作
だ
か

ら
、
大
金
・
天
五
と
言
ふ
類
の
も
の
は
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
士
君
子

と
言
つ
た
意
識
を
持
つ
た
人
々
か
ら
は
、
見
さ
げ
ら
れ
て
ゐ
た
称
へ
な
の
で

す
。
だ
か
ら
、
水
野
越
前
守
を
ば
「
水
越
」
と
呼
ぶ
事
に
、
極
端
な
憎
悪
と
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侮
蔑
と
を
吹
き
込
め
て
居
た
の
で
し
た
。
其
が
ど
う
で
せ
う
。
帝
展
・
院
展

・
帝
大
・
一
高
な
ど
は
ま
だ
よ
い
方
で
す
。
満
鉄
な
ど
は
、
若
い
人
に
は
、

其
が
南
満
洲
鉄
道
の
略
語
と
言
ふ
事
す
ら
も
見
当
が
つ
か
な
く
な
つ
て
居
る

や
う
な
あ
り
様
な
の
で
す
。
此
国
民
的
悪
癖
は
、
ど
う
し
て
も
矯
正
せ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
見
た
目
か
ら
出
た
略
語
で
、
口
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
い

の
で
す
。
目
を
主
と
す
る
か
ら
、
さ
う
し
た
事
が
出
来
る
の
で
、
正
し
い
略

語
発
想
に
よ
る
な
ら
、
語
頭
に
近
い
音
綴
ほ
ど
大
切
に
す
る
は
ず
で
す
。
お﹅

し﹅
ろ﹅
い﹅
な
ど
は
其
一
例
で
す
。
し﹅
ろ﹅
い﹅
も﹅
の﹅
ゝ
略
語
な
の
は
、
言
ふ
ま
で
も

な
い
事
で
す
。
暖
簾
の
屋
号
か
ら
わ
り
出
し
た
呼
び
方
の
類
と
は
違
ひ
ま
す
。

何
と
言
つ
て
も
、
語
が
目
の
支
配
を
受
け
て
、
口
を
閑
却
す
る
と
言
ふ
事
は
、

正
し
い
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
語
を
崩
し
て
新
し
い
語
を
拵
へ
て
行
く
場
合
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だ
つ
て
、
も
つ
と
芸
術
式
に
、
も
つ
と
最
奥
処
か
ら
出
て
来
て
ほ
し
い
も
の

で
す
。

　
（
こ
の
話
は
、
こ
れ
で
は
結
着
し
ま
せ
ん
。
を
り
を
見
て
、
後
を
書
き
つ

　
ぎ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　12

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年3

月25

日
初
版
発
行

初
出
：
「
教
育
論
叢
　
第
十
三
巻
第
五
号
」

　
　
　1925

（
大
正14
）
年5

月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
十
四
年
五
月
「
教
育
論
叢
」

第
十
三
巻
第
五
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2009
年4

月11

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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