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大
阪
は
「
だ
す
」
で
あ
り
、
京
都
は
「
ど
す
」
で
あ
る
。
大
阪
か
ら
京
都
へ
行
く
途
中
、
山
崎
あ
た
り

へ
来
る
と
、
急
に
気
温
が
下
っ
て
、
あ
あ
京
都
へ
は
い
っ
た
ん
だ
な
と
感
ず
る
と
い
う
意
味
の
谷
崎
潤
一

郎
氏
の
文
章
を
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
大
阪
の
「
Ｄ
Ａ
Ｓ
」
が
京
都
の
「
Ｄ
Ｏ
Ｓ
」
と
擦

れ
合
っ
て
い
る
の
も
山
崎
あ
た
り
で
あ
り
、
大
阪
の
「
Ｄ
Ａ
Ｓ
」
と
い
う
音
は
、
山
崎
に
近
づ
く
に
つ
れ

て
、
次
第
に
「
Ａ
」
の
強
さ
が
薄
れ
て
行
き
、
山
崎
あ
た
り
で
は
「
Ａ
」
と
「
Ｏ
」
と
の
重
な
り
合
っ
た

音
に
な
っ
て
、
や
が
て
京
都
へ
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
「
Ｏ
」
の
音
が
強
く
な
り
、
「
Ｄ
Ｏ
Ｓ
」
と
な
る
の

で
あ
る
。
山
崎
あ
た
り
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
の
言
葉
を
き
い
て
い
る
と
、
「
そ
う
だ
す
」
と
言
っ
て
い

る
の
か
、
「
そ
う
ど
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
区
別
が
つ
か
な
い
。

　
字
で
書
け
ば
、
「
だ
す
」
よ
り
も
「
ど
す
」
の
方
が
、
音
が
ど
ぎ
つ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ど
す
黒

い
」
と
か
「
長
ど
す
道
中
」
と
か
「
ど
す
ん
と
尻
餅
つ
い
た
」
と
か
、
ど
ぎ
つ
く
て
物
騒
で
殺
風
景
な
聯

想
を
伴
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
耳
に
聴
け
ば
、
「
だ
す
」
よ
り
も
「
ど
す
」
の
方
が
優
美
で
あ
る
こ
と

は
、
京
都
へ
行
っ
た
人
な
ら
、
誰
で
も
気
づ
く
に
違
い
な
い
。
い
や
、
京
都
の
言
葉
が
大
阪
の
言
葉
よ
り

柔
か
く
上
品
で
、
美
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
日
本
国
中
津
津
浦
浦
ま
で
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
事
実
だ
。

同
時
に
大
阪
の
言
葉
が
ど
ぎ
つ
く
、
ね
ち
こ
く
、
柄
が
悪
く
、
下
品
だ
と
い
う
こ
と
も
、
周
知
の
事
実
で
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あ
る
。

　
た
し
か
に
京
都
の
言
葉
は
美
し
い
。
京
都
は
冬
は
底
冷
え
し
、
夏
は
堪
え
ら
れ
ぬ
く
ら
い
暑
く
お
ま
け

に
人
間
が
薄
情
で
、
け
ち
で
、
歯
が
ゆ
い
く
ら
い
引
っ
込
み
思
案
で
、
陰
険
で
、
頑
固
で
結
局
景
色
と
言

葉
の
美
し
さ
だ
け
と
言
っ
た
人
が
あ
る
く
ら
い
京
都
の
、
こ
と
に
女
の
言
葉
は
音
楽
的
で
う
っ
と
り
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
私
は
京
都
の
言
葉
を
美
し
い
と
は
思
っ
た
が
、
魅
力
が
あ
る
と
思
っ
た
こ
と

は
一
度
も
な
か
っ
た
。
私
に
は
や
は
り
京
都
よ
り
も
大
阪
弁
の
方
が
魅
力
が
あ
る
の
だ
。
優
美
で
柔
い
京

都
弁
よ
り
も
、
下
品
で
ど
ぎ
つ
い
大
阪
弁
の
方
が
、
私
に
は
魅
力
が
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
だ
ろ
う
。

　
多
く
の
作
家
が
京
都
弁
を
使
っ
た
小
説
を
書
い
て
い
る
。
が
、
私
に
は
ど
の
作
家
の
小
説
に
書
か
れ
た

京
都
弁
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で
、
き
ま
り
切
っ
た
紋
切
型
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

私
自
身
ま
だ
京
都
弁
と
い
う
も
の
を
深
く
研
究
し
て
い
な
い
か
ら
、
多
く
の
作
家
の
作
品
の
中
に
書
か
れ

た
京
都
弁
の
違
い
を
、
見
分
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
と
も
、
一
応
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
一

つ
に
は
、
京
都
弁
そ
の
も
の
が
変
化
に
乏
し
く
、
奥
行
き
が
浅
く
、
た
だ
紋
切
型
を
く
り
か
え
し
て
い
る

だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
も
っ
と
も
、
私
は
い
つ
か
あ
る
お
茶
屋
で
、
お
内
儀
が
芸
者
と
次
の
よ
う
な
言
葉
を
や
り
と
り
し
て
い

る
の
を
、
耳
に
し
た
時
は
、
さ
す
が
に
魅
力
を
感
じ
た
。
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「
桃
子
は
ん
、
あ
ん
た
、
お
い
や
す
か
、
お
い
に
や
す
か
。
オ
ー
さ
ん
、
お
い
や
す
お
言
い
や
す
の
ど
っ

せ
。
あ
ん
た
は
ん
、
ど
な
い
お
し
や
す
か
」
「
お
母
ち
ゃ
ん
、
あ
て
、
か
な
わ
ん
の
ど
っ
せ
。
か
ん
に
ん

ど
っ
せ
」
そ
の
会
話
は
、
オ
ー
さ
ん
と
い
う
客
が
桃
子
と
い
う
芸
者
と
泊
り
た
い
と
お
内
儀
に
た
の
ん
だ

の
で
、
お
内
儀
が
桃
子
を
口
説
い
て
い
る
会
話
で
あ
っ
て
、
あ
ん
た
は
こ
こ
に
泊
る
か
、
そ
れ
と
も
帰
る

か
と
い
う
の
を
、
「
お
い
や
す
か
、
お
い
に
や
す
か
」
と
い
い
、
オ
ー
さ
ん
は
泊
り
た
い
と
言
っ
て
い
る

と
い
う
の
を
、
「
オ
ー
さ
ん
、
お
い
や
す
お
言
い
や
す
の
ど
っ
せ
」
と
い
う
。
そ
の
「
Ｉアイ
」
の
音
の
積
み

重
ね
と
、
露
骨
な
表
現
を
避
け
た
い
い
ま
わ
し
に
、
私
は
感
心
し
た
、
そ
し
て
桃
子
と
い
う
芸
者
が
そ
れ

を
断
る
の
を
、
自
分
は
泊
る
こ
と
は
困
る
、
勘
弁
し
て
く
れ
と
い
う
意
味
で
「
あ
て
、
か
な
わ
ん
の
ど
っ

せ
。
か
ん
に
ん
ど
っ
せ
」
と
含
み
を
持
た
せ
た
簡
単
な
表
現
で
、
し
か
も
婉
曲
に
片
づ
け
て
い
る
の
に
も

感
心
し
た
。

　
そ
れ
と
も
う
一
つ
私
が
感
心
し
た
の
は
、
祇
園
や
先
斗
等
の
柳
の
巷
の
芸
者
や
妓
た
ち
が
、
客
か
ら
、

お
い
ど
う
だ
、
何
か
買
っ
て
や
ろ
う
か
と
か
、
芝
居
へ
連
れ
て
行
て
や
ろ
う
か
と
か
、
こ
ん
ど
ま
た
来
る

よ
、
な
ど
と
言
わ
れ
た
時
に
使
う
「
ど
う
ぞ
…
…
」
と
い
う
言
葉
の
言
い
方
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
肩
を
前

へ
動
か
せ
て
、
頭
は
下
げ
た
か
下
げ
な
い
か
判
ら
ぬ
ぐ
ら
い
に
肩
と
一
緒
に
前
へ
動
か
せ
、
そ
し
て
「
ど

う
ぞ
…
…
」
と
い
う
。
「
ど
う
」
と
い
う
音
を
、
肩
や
頭
が
動
い
て
い
る
間
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
「
ぞ
」
を
軽
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く
押
え
る
。
こ
の
一
種
異
色
あ
る
「
ど
う
ぞ
…
…
」
は
「
ど
う
」
の
音
の
ひ
っ
ぱ
り
方
一
つ
で
、
本
当
に

連
れ
て
行
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
や
お
愛
想
で
言
っ
て
い
る
気
持
や
、
本
当
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る

と
信
じ
て
い
る
気
持
や
、
客
が
嘘
を
言
っ
て
い
る
の
が
判
っ
て
い
る
と
い
う
気
持
や
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
せ
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
彼
女
た
ち
が
客
と
道
で
別
れ
る
時
に
使
う
「
さ
い
な

ア
ら
」
と
い
う
言
葉
の
「
な
」
の
音
の
ひ
っ
ぱ
り
方
一
つ
で
、
彼
女
た
ち
が
客
に
持
っ
て
い
る
好
感
の
程

度
も
し
く
は
嫌
悪
の
程
度
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
せ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
と
も
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
京
都
弁
そ
の
も
の
が
結
局
豊
富
で
な
い
証
拠
で
、
彼
女

た
ち
は
た
だ
教
え
ら
れ
た
数
少
い
言
葉
を
紋
切
型
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
だ
け
で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
変
化

が
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
も
の
の
、
け
っ
し
て
個
性
的
な
表
現
で
は
な
く
、
又
大
阪
弁
の
「
や
や
こ
し
い
」

と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
ざ
っ
と
数
え
て
三
十
ぐ
ら
い
の
意
味
に
使
え
る
ほ
ど
の
豊
富
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な

く
、
結
局
京
都
弁
は
簡
素
、
単
純
な
の
で
あ
る
。

　
ま
る
で
日
本
の
伝
統
的
小
説
で
あ
る
身
辺
小
説
の
よ
う
に
、
簡
素
、
単
純
で
、
伝
統
が
作
っ
た
紋
切
型

の
中
で
た
だ
少
数
の
細
か
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
味
っ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
詩
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
散
文
的
な
豊
富
さ
は
な
く
、
大
き
な
ロ
マ
ン
や
、
近
代
的
な
虚
構
の
新
し
さ
に
発
展
し
て
行
く
可
能

性
も
な
く
、
い
っ
て
み
れ
ば
京
都
弁
と
い
う
身
辺
小
説
的
伝
統
に
は
、
新
し
い
言
葉
の
生
れ
る
可
能
性
は
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皆
無
な
の
で
あ
る
。
京
都
弁
は
ま
る
で
美
術
工
芸
品
の
よ
う
に
美
し
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
大
し
て
魅
力

が
な
い
所
以
だ
。

　
京
都
弁
は
誰
が
書
い
て
も
同
じ
紋
切
型
だ
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
、
大
阪
弁
も
下
手
な
作
家
や
、
大
阪

弁
を
余
り
知
ら
な
い
作
家
が
書
く
と
、
や
は
り
同
じ
紋
切
型
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ

る
。
新
派
の
芝
居
や
喜
劇
や
放
送
劇
や
浪
花
節
や
講
談
や
落
語
や
通
俗
小
説
に
は
、
一
種
き
ま
り
き
っ
た

百
姓
言
葉
乃
至
田
舎
言
葉
、
た
と
え
ば
「
そ
う
だ
ん
べ
」
と
か
「
お
ら
知
ン
ね
え
だ
よ
」
な
ど
と
い
う
紋

切
型
が
、
あ
る
い
は
喋
ら
れ
あ
る
い
は
書
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
、
辟
易
さ
せ
、
苦
笑
さ

せ
る
機
会
が
多
く
て
、
私
に
そ
の
た
び
に
人
生
の
退
屈
さ
を
感
じ
て
、
劇
場
へ
行
っ
た
り
小
説
を
読
ん
だ

り
放
送
を
聴
い
た
り
す
る
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
、
こ
ん
な
紋
切
型
に
喜
ん
で
い
る
の
が
私
た
ち
の
人
生
で

あ
る
な
ら
ば
、
随
分
と
生
き
て
甲
斐
な
き
人
生
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
し
て
ま
た
、
相
当
人
気
の
あ

る
劇
作
家
や
連
続
放
送
劇
の
ベ
テ
ラ
ン
作
家
や
翻
訳
の
大
家
や
流
行
作
家
が
こ
ん
な
紋
切
型
の
田
舎
言
葉

を
書
い
て
い
る
の
を
見
る
と
、
彼
等
の
羞
恥
心
な
き
厚
顔
無
恥
に
一
種
義
憤
す
ら
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

大
阪
弁
が
紋
切
型
に
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
も
、
や
は
り
「
ば
か
に
す
る
ね
い
！
」
（
大
阪
人
も
ま
た

東
京
弁
を
使
う
こ
と
も
あ
る
）
と
言
い
た
く
な
る
。
彼
等
は
紋
切
型
の
田
舎
言
葉
を
書
く
よ
う
に
大
阪
弁
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を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
文
芸
に
は
こ
の
紋
切
型
が
多
す
ぎ
て
、
日
本
ほ
ど
亜
流
と

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
が
栄
え
る
国
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
私
は
か
ね
が
ね
思
う
の
だ
が
、
大
阪
弁
ほ
ど
文
章
に
書
き
に
く
い
言
葉
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
大
阪
弁

に
「
そ
う
だ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
東
京
弁
の
「
そ
う
だ
！
」
と
同
じ
意
味
だ
が
、
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
違
う
。
「
そ
う
だ
！
」
は
「
そ
う
で
す
」
を
乱
暴
に
言
っ
た
言
葉
だ
が
、
大
阪
弁
の
「
そ
う
だ
」
は

「
そ
う
で
す
」
と
全
く
同
じ
丁
寧
な
言
葉
で
、
音
も
柔
か
で
、
語
尾
が
伸
び
て
曖
昧
に
消
え
て
し
ま
う
。

け
っ
し
て
「
そ
う
だ
ッ
」
と
強
く
断
定
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
つ
ま
り
同
じ
大
阪
弁
の
「
そ
う
だ
す
」
に

当
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
そ
う
だ
す
」
と
書
い
て
し
ま
っ
て
は
、
「
そ
う
だ
」
の
感
じ
が
出
な
い
し
、

と
い
っ
て
「
そ
う
だ
」
と
書
け
ば
東
京
弁
の
「
そ
う
だ
！
」
の
強
い
語
感
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

だ
か
ら
大
阪
弁
の
「
そ
う
だ
」
は
文
字
に
は
書
け
ず
、
私
な
ど
苦
心
惨
憺
し
た
結
果
「
そ
う
だ
（
す
）
」

と
書
い
て
、
「
そ
う
だ
す
」
と
同
じ
意
味
だ
が
、
「
す
」
を
省
略
し
た
言
葉
だ
と
い
う
ま
わ
り
く
ど
い
説

明
を
含
ん
だ
書
き
方
で
ご
ま
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
と
て
も
十
分
な
書
き
方
で
は
な
く
、
一

事
が
万
事
、
大
阪
弁
ほ
ど
文
章
に
書
き
に
く
い
言
葉
は
な
い
の
だ
。

　
大
阪
弁
が
一
人
前
に
、
判
り
易
く
、
し
か
も
紋
切
型
に
陥
ら
ず
に
書
け
れ
ば
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
も
大

し
た
作
家
で
逆
に
言
え
ば
、
相
当
な
腕
を
持
っ
て
い
る
作
家
で
な
く
て
は
、
大
阪
弁
が
書
け
な
い
と
い
う
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こ
と
に
な
る
。
い
や
、
大
阪
弁
だ
け
で
は
な
い
、
小
説
家
は
妙
に
会
話
の
書
き
方
を
無
視
す
る
が
、
会
話

が
立
派
に
書
け
な
け
れ
ば
一
人
前
の
小
説
家
で
は
な
い
。
無
名
の
人
た
ち
の
原
稿
を
読
ん
で
も
、
文
章
だ

け
は
見
よ
う
見
真
似
の
模
倣
で
達
者
に
書
け
て
い
る
が
、
会
話
に
な
る
と
ガ
タ
落
ち
の
紋
切
型
に
な
っ
て

失
望
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
小
説
の
勉
強
は
ま
ず
デ
ッ
サ
ン
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
デ
ッ
サ

ン
と
は
自
然
や
町
の
風
景
や
人
間
の
姿
態
や
、
動
物
や
昆
虫
や
静
物
を
写
生
す
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る

ら
し
く
、
人
間
の
会
話
を
写
生
す
る
勉
強
を
す
る
人
は
す
く
な
い
。
戯
曲
を
勉
強
し
た
人
が
案
外
小
説
が

う
ま
い
の
は
、
彼
等
の
書
く
会
話
が
生
き
生
き
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
現
在
の
日
本
の
劇

作
家
の
多
く
は
劇
団
と
い
う
紋
切
型
に
あ
て
は
め
て
書
い
て
い
る
の
か
、
神
経
が
荒
い
の
か
、
書
き
な
ぐ

っ
て
い
る
の
か
、
味
の
あ
る
会
話
は
書
け
な
い
。
若
い
世
代
で
い
い
科
白
の
書
け
る
の
は
、
最
近
な
く
な

っ
た
森
本
薫
氏
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
菊
田
一
夫
氏
の
書
い
て
い
る
科
白
な
ど
は
、
森
本
薫
氏
の
そ
れ
に
く

ら
べ
る
と
、
は
る
か
に
エ
ス
プ
リ
が
な
く
、
背
後
に
作
者
の
イ
ン
テ
リ
ゼ
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
ず
、
た
と
え

ば
通
俗
小
説
ば
か
り
書
い
て
い
る
人
の
文
章
が
純
文
学
の
小
説
の
文
章
と
キ
メ
の
細
か
さ
が
違
う
程
度
に
、

キ
メ
の
荒
さ
が
目
立
っ
て
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
ら
れ
る
。
シ
ナ
リ
オ
・
ラ
イ
タ
ー
も
同
様
で
、
日
本
の
映
画

が
見
る
に
堪
え
ぬ
最
大
の
原
因
は
彼
等
の
書
く
科
白
の
ま
ず
さ
で
あ
る
。
科
白
の
ま
ず
い
と
い
う
の
は
、

結
局
不
勉
強
、
仕
事
の
投
げ
や
り
に
原
因
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
紋
切
型
に
頼
っ
て
も
平
気
だ
と
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い
う
彼
等
の
鈍
重
な
神
経
の
せ
い
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
聴
く
に
堪
え
ぬ
エ
ス
プ
リ
の
な
い
科
白
を
書

い
て
も
結
構
流
行
劇
作
家
で
通
り
、
流
行
シ
ナ
リ
オ
・
ラ
イ
タ
ー
で
通
っ
て
い
る
と
い
う
日
本
の
劇
壇
、

映
画
界
の
低
俗
さ
に
は
、
言
う
べ
き
言
葉
も
な
い
。
し
か
し
、
文
壇
に
し
て
も
相
当
怪
し
い
会
話
を
平
気

で
書
い
て
い
る
作
家
が
多
く
、
そ
の
エ
ス
プ
リ
の
な
さ
は
筆
蹟
と
同
じ
で
、
ど
う
に
も
な
お
し
難
い
も
の

か
も
知
れ
な
い
。

　
文
壇
で
、
女
の
会
話
の
上
品
さ
を
表
現
さ
せ
た
ら
、
志
賀
直
哉
氏
の
右
に
出
る
も
の
が
な
い
。
が
、
太

宰
治
氏
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
志
賀
直
哉
氏
の
兎
を
書
い
た
近
作
に
は
「
お
父
様
は
兎
を
お
殺
し
な

さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
会
話
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
上
品
さ
も
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
私
た
ち

の
想
像
外
で
、
「
殺
す
」
と
い
う
動
詞
に
敬
語
が
つ
け
ら
れ
る
の
を
私
は
う
か
つ
に
今
日
ま
で
知
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
れ
も
あ
る
評
論
家
か
ら
き
い
た
こ
と
だ
が
、
犬
養
健
氏
の
文
学
を
や
め
る
最
後
の
作
品
に
、

犬
養
氏
が
口
の
上
に
飯
粒
を
つ
け
て
い
る
の
を
見
た
令
嬢
が
「
パ
パ
、
お
食
事
が
つ
い
て
る
わ
よ
」
と
い

う
個
所
が
あ
る
そ
う
だ
が
「
お
殺
し
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
と
、
何
か
こ
の
「
お
食
事
が
つ
い
て
い
る
わ

よ
」
を
聯
想
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
志
賀
直
哉
氏
の
文
学
の
よ
さ
は
相
当
文
学
に
年
期
を
入
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
判
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
文

学
を
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
青
年
が
先
輩
か
ら
、
ま
ず
志
賀
直
哉
を
読
め
と
忠
告
さ
れ
て
読
ん
で
み
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て
も
、
ど
う
に
も
面
白
く
な
く
て
、
正
直
に
そ
の
旨
言
う
と
、
あ
れ
が
判
ら
ぬ
よ
う
で
は
困
る
な
、
勉
強

が
足
ら
ん
の
だ
よ
と
嘲
笑
さ
れ
、
頭
を
か
き
な
が
ら
引
き
下
っ
て
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
何
だ
か
面
白
く

な
い
が
立
派
な
も
の
ら
し
い
と
い
う
一
種
の
結
晶
作
用
が
起
っ
て
、
判
ら
ぬ
ま
ま
に
模
倣
し
て
、
第
二
の

志
賀
直
哉
た
ら
ん
と
す
る
亜
流
が
続
出
す
る
の
で
あ
る
。
「
暗
夜
行
路
」
の
文
章
を
お
経
の
文
句
の
よ
う

に
筆
写
し
て
、
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
人
が
随
分
い
る
ら
し
く
、
若
杉
慧
氏
な
ど
は
文
学
修
業
時
代
に

「
暗
夜
行
路
」
を
二
回
も
筆
写
し
、
真
冬
に
午
前
四
時
に
起
き
、
素
足
で
火
鉢
も
な
い
部
屋
で
小
説
を
書

く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
斎
戒
沐
浴
的
文
学
修
業
は
人
を
感
激
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
、

「
暗
夜
行
路
」
を
筆
写
し
た
り
暗
記
し
た
り
す
る
勉
強
の
仕
方
は
、
何
だ
か
み﹅
そ﹅
ぎ﹅
を
想
わ
せ
る
よ
う
な

古
い
方
法
で
、
こ
の
よ
う
な
禁
慾
的
精
進
は
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
文
学
的
可
能
性
の
限
界
を
ま
す
ま
す

狭
め
る
よ
う
な
も
の
で
、
清
濁
あ
わ
せ
の
む
壮
大
な
人
間
像
の
創
造
は
そ
ん
な
修
業
か
ら
出
て
来
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
寝
転
ん
で
東
西
古
今
の
小
説
を
読
み
散
ら
し
、
こ
ろ
っ
と
忘
れ
て
し
ま

っ
た
人
の
方
が
、
新
し
い
文
章
が
書
け
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
手
本
が
頭
に
は
い
り
す
ぎ
た
り
、
手
元

に
置
い
て
書
い
た
り
、
模
倣
こ
れ
努
め
た
り
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
例
え
ば
「
殺
す
」
と
書
け
ば
い
い
と

こ
ろ
を
、
み
ん
な
「
お
殺
し
」
と
書
い
た
り
す
れ
ば
、
ま
こ
と
に
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
か
。
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話
は
外
れ
た
が
、
書
き
に
く
い
会
話
の
中
で
も
、
大
阪
弁
ほ
ど
書
き
に
く
い
も
の
は
な
い
。
大
阪
に
生

れ
大
阪
に
育
っ
て
小
説
を
勉
強
し
て
い
る
人
で
も
、
大
阪
弁
が
満
足
に
書
け
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。
平

常
は
冗
談
口
を
喋
ら
せ
る
と
、
話
術
の
巧
さ
や
、
当
意
即
妙
の
名
言
や
、
駄
洒
落
の
巧
さ
で
、
一
座
を
さ

ら
っ
て
、
聴
き
手
に
舌
を
巻
か
せ
て
し
ま
う
映
画
俳
優
で
、
い
ざ
カ
メ
ラ
の
前
に
立
つ
と
、
一
言
も
満
足

に
喋
れ
な
い
の
が
、
い
る
が
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
常
は
無
口
で
も
、
い
ざ
と

な
れ
ば
べ
ら
べ
ら
と
こ
な
し
て
行
く
の
が
年
期
を
入
れ
た
俳
優
の
生
命
で
、
文
壇
で
も
書
き
に
く
い
大
阪

弁
を
書
か
せ
て
か
な
り
堂
に
入
っ
た
数
人
の
作
家
が
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
作
家
た
ち
の
書
い
て
い
る
大
阪
弁
を
読
む
と
、
同
じ
書
き
方
を
し
て
い
る
作
家
は
一
人

も
い
な
い
。
大
阪
弁
に
は
変
り
は
な
い
の
だ
が
、
文
章
が
違
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
人
と
は
違
っ
て

大
阪
弁
を
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
大
阪
弁
は
書
き
に
く
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
大
阪
弁
の
変
化
の
多
さ
や
、
奥
行
き
の
深
さ
、
間
口
の
広
さ
を
証
明
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
の
書
く
大
阪
弁
、
宇
野
浩
二
氏
の
書
く
大
阪
弁
、
上
司
小
剣
氏
の
書
く
大

阪
弁
、
川
端
康
成
氏
の
書
く
大
阪
弁
、
武
田
麟
太
郎
氏
の
書
く
大
阪
弁
、
藤
沢
桓
夫
氏
の
書
く
大
阪
弁
、

そ
れ
か
ら
私
の
書
く
大
阪
弁
、
み
な
違
っ
て
い
る
。
い
ち
い
ち
例
を
あ
げ
て
そ
の
相
違
を
あ
げ
る
と
面
白
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い
の
だ
が
、
私
は
い
ま
こ
の
原
稿
を
旅
先
き
で
書
い
て
い
て
手
元
に
一
冊
も
文
献
が
な
い
の
で
、
そ
れ
は

今
後
連
続
的
に
発
表
す
る
こ
の
文
学
的
大
阪
論
の
何
回
目
か
で
書
く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
気

づ
い
た
こ
と
だ
け
言
う
こ
と
に
す
る
。

　
宇
野
浩
二
氏
の
作
品
で
た
し
か
「
長
い
恋
仲
」
と
い
う
比
較
的
長
い
初
期
の
短
篇
は
、
大
阪
の
男
が
自

分
の
恋
物
語
を
大
阪
弁
で
語
っ
て
い
る
形
式
に
よ
っ
て
お
り
、
地
の
文
も
会
話
も
す
べ
て
大
阪
弁
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
氏
の
「
卍
ま
ん
じ」
も
や
は
り
、
大
阪
の
女
が
自
分
の
恋
物
語
を
大
阪
弁
で
語
っ
て
い
る
形
式
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
大
阪
弁
の
一
人
称
小
説
を
比
較
し
て
み
る
と
、
語
り
手
が
一
方
は
男
で
あ
り
、
他
方
は

女
で
あ
る
と
い
う
相
違
だ
け
で
は
な
く
、
ま
る
で
同
じ
土
地
の
言
葉
と
は
思
え
ぬ
く
ら
い
違
っ
て
い
る
の

だ
。
「
卍
」
は
い
つ
も
の
饒
舌
癖
が
か
え
っ
て
大
阪
の
有
閑
マ
ダ
ム
が
や
や
こ
し
く
入
り
組
ん
だ
男
女
関

係
の
い
き
さ
つ
を
判
ら
せ
よ
う
と
し
て
、
こ
ま
ご
ま
だ
ら
だ
ら
と
喋
っ
て
い
る
と
い
う
効
果
を
出
し
て
い

る
し
、
大
阪
弁
も
女
専
の
国
文
科
を
卒
業
し
た
生
粋
の
大
阪
の
娘
を
二
人
ま
で
助
手
に
雇
っ
て
、
書
い
た

も
の
だ
け
に
、
実
に
念
入
り
に
大
阪
弁
の
特
徴
を
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
し
、
こ
と
に
大
阪
の
女
の
言
葉

の
音
楽
的
な
リ
ズ
ム
の
美
し
さ
は
か
な
り
生
か
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
作
品
を
全
部
大
阪
弁
で
書
こ
う
と
し

た
作
者
の
意
図
は
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
小
説
の
大
阪
弁
は
紋
切
型
の
大
阪
弁
で
は
な
い
ま
で
も
、

何
か
標
準
型
の
大
阪
弁
と
い
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
普
通
大
阪
の
人
た
ち
が
使
っ
て
い
る
大
阪
弁
は
も
っ
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と
形
の
く
ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
標
準
型
の
大
阪
弁
で
喋
っ
て
い
る
人
は
殆
ん
ど
い
な
い
。

こ
れ
は
美
化
さ
れ
、
理
想
化
さ
れ
た
大
阪
弁
で
あ
っ
て
、
隅
か
ら
隅
ま
で
大
阪
弁
的
で
あ
り
た
い
と
い
う

努
力
が
、
か
え
っ
て
大
阪
弁
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
宇
野
氏
の
「
長

い
恋
仲
」
は
大
阪
弁
の
音
楽
的
美
し
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
、
一
種
ト
ボ
け
た
味
が
あ
る
。
こ
と
に
、
東

京
で
美
術
学
校
生
活
を
送
っ
た
こ
と
の
あ
る
一
種
の
イ
ン
テ
リ
で
あ
り
、
芸
術
家
で
あ
る
と
い
う
男
が
、

独
得
の
大
阪
弁
で
喋
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
ま
だ
大
阪

弁
の
魅
力
が
迫
力
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
「
楽
世
家
等
」
な
ど
の
余
り
人
に
知
ら
れ
て
い

な
い
作
品
の
中
に
、
大
阪
弁
の
魅
力
が
溌
剌
と
生
か
さ
れ
た
例
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
大
阪
弁
と
い
う
も

の
は
語
り
物
的
に
饒
舌
に
そ
の
ね
ち
ね
ち
し
た
特
色
も
発
揮
す
る
が
、
や
は
り
瞬
間
瞬
間
の
感
覚
的
な
表

現
を
、
そ
の
人
物
の
動
き
と
共
に
と
ら
え
た
方
が
、
大
阪
弁
ら
し
い
感
覚
が
出
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
阪
弁
は
、
独
自
的
に
一
人
で
喋
っ
て
い
る
の
を
聴
い
て
い
る
と
案
外
つ
ま
ら
な
い
が
、
二
人
乃
至
三
人

の
会
話
の
や
り
と
り
に
な
る
と
、
感
覚
的
に
心
理
的
に
飛
躍
し
て
行
く
面
白
さ
が
急
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
、

私
た
ち
が
日
常
経
験
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
谷
崎
氏
の
「
細
雪
」
は
大
阪
弁
の
美
し
さ
を
文
学
に
再
現
し
た
と
い
う
点
で
は
、
比
類
な
き
も
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
あ
る
全
く
ズ
ブ
の
素
人
の
読
者
が
「
あ
の
大
阪
弁
は
あ
ら
神
戸
言
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葉
や
」
と
言
っ
た
。
「
細
雪
」
は
大
阪
と
神
戸
の
中
間
、
つ
ま
り
阪
神
間
の
有
閑
家
庭
を
描
い
た
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
純
大
阪
の
言
葉
で
は
な
い
。
大
阪
弁
と
神
戸
弁
の
合
の
子
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
か
ら
、
読
者
は
あ
れ
を
純
大
阪
の
言
葉
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
え
ば
、
宇
野
氏
の

「
枯
木
の
夢
」
に
出
て
来
る
大
阪
弁
は
や
は
り
純
大
阪
弁
で
な
く
て
大
和
の
方
の
言
葉
で
あ
り
、
「
人
間

同
志
」
に
は
岸
和
田
あ
た
り
の
大
阪
弁
が
出
て
来
る
。
川
端
康
成
氏
の
「
十
六
歳
の
日
記
」
は
作
者
の
十

六
歳
の
時
の
筆
が
祖
父
の
大
阪
弁
を
写
生
し
て
い
る
腕
の
た
し
か
さ
は
さ
す
が
で
あ
り
、
書
き
に
く
い
大

阪
弁
を
あ
れ
だ
け
写
し
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
が
生
か
さ
れ
た
と
も
い
え
る
く
ら
い
で
あ
る
が
、

あ
の
大
阪
弁
は
茨
木
あ
た
り
の
大
阪
弁
で
あ
る
。
「
細
雪
」
の
大
阪
弁
、
「
人
間
同
志
」
の
大
阪
弁
、

「
十
六
歳
の
日
記
」
の
大
阪
弁
は
、
す
べ
て
純
大
阪
弁
よ
り
電
車
で
三
十
分
ぐ
ら
い
の
距
離
に
あ
る
大
阪

弁
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

大
阪
弁
を
書
く
む
つ
か
し
さ
が
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
大
阪
の
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
で
彼
等
の
言

葉
を
独
自
に
使
っ
て
い
る
点
に
、
大
阪
弁
が
紋
切
型
で
書
け
な
い
理
由
が
あ
る
の
だ
。

　
言
葉
ば
か
り
で
な
く
、
大
阪
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
は
、
か
ね
が
ね
伝
統
的
な
定
説
と
い
う
も
の
が
出

来
て
い
て
、
大
阪
人
に
共
通
の
特
徴
、
大
阪
と
い
う
と
こ
ろ
は
猫
も
杓
子
も
こ
う
い
う
風
で
す
な
と
い
う

固
着
観
念
を
、
猫
も
杓
子
も
持
っ
て
い
て
、
私
は
そ
ん
な
定
評
を
見
聴
き
す
る
た
び
に
、
あ
あ
大
阪
は
理
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解
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
の
は
、
実
は
大
阪
人
と
い
う
も
の
は
一
定
の
紋
切
型
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
型

を
破
っ
て
、
横
紙
破
り
の
、
定
跡
外
れ
の
脱
線
ぶ
り
を
行
う
時
に
こ
そ
真
髄
の
尻
尾
を
発
揮
す
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
尻
尾
を
つ
か
ま
え
な
く
て
は
大
阪
が
判
ら
ぬ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
点
が
大

阪
の
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
の
稿
の
テ
エ
マ
は
、
章
を
改
め
て
だ
ん
だ
ん
に
述
べ
て
行
く
つ
も
り
で
あ

る
。

16大阪の可能性
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