
｢
(言
わ
)
ん
ば
か
り
｣
考

-

国
語
辞
典
類
の
意
味
記
述
を
め
ぐ
っ
て

-

小

林

賢

次

｢

は
じ
め
に

①
ど
う
だ
'
と
音
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
｡

③
泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
｡

右
の
よ
う
な

｢動
詞
未
然
形
+
ン
+
バ
カ
リ
｣
(以
下
'
｢
ン
バ
カ
リ
｣
と
示
す
)
の
形
式
に
よ
る

表
現
に
関
し
て
'
｢
ン
｣
が
推
量
の
助
動
詞

｢
ム
｣
の
昔
変
化
形
で
あ
る
の
か
'
あ
る
い
は
打
消
の

助
動
詞

｢
ヌ
｣
の
昔
変
化
形
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
?

そ
の
解
釈
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
当
該
の

表
現
の
意
味
も
異
な
る
こ
と
に
な
り
'
従
来
か
ら
二
つ
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る

蓮
-
)
｡
筆

者
は
'
こ
の
表
現
形
式
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
史
的
観
点
か
ら
考
察
し
'
も
と
も
と

｢
ン
｣
は
打

消
の

｢
ヌ
｣
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
て
い
る

(往
2
)
｡
｢
ン
｣
を
推
量
の
よ
う

に
解
す
る
の
は
'
本
来
は
類
推
に
も
と
づ
-
転
用
'
あ
る
い
は
誤
用
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ

の
史
的
考
察
は
別
稿
に
譲
り
'
こ
こ
で
は
'
現
在

一
般
に
こ
の

｢
ン
バ
カ
リ
｣
が
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
い
る
か
'
国
語
辞
典
類
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
｡

二
､
国
語
辞
典
類
に
お
け
る

｢
ン
バ
カ
リ
｣
の
記
述

国
語
辞
典
類
に
お
い
て
'
｢
バ
カ
リ
｣
の
項
な
ど
で
'
こ
の

｢
ン
バ
カ
リ
｣
が
ど
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
.る
か
'
次
に
示
す
｡
｢
ン
｣
を
推
量
と
解
す
る
立
場
'
打
消
と
解
す
る
立
場
の
二
つ
が
あ
り
'

中
に
は
そ
の
両
方
の
系
列
を
区
別
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
立
場
も
あ
っ
て
'
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
の

で
あ
る
｡

【Ⅰ

｢
ン
｣
を
推
量
と
み
て
い
る

(と
判
断
さ
れ
る
)
も
の
】

A

『福
武
国
語
辞
典
｣
二

九
八
九
)
｢ば
か
り
｣
-
-
③
動
作
が
始
ま
る
寸
前
で
あ
る
こ
と
を
示

ヽ
ヽ
ヽ

す
｡
｢今
に
も
泣
か
ん
ば
か
り
だ
｣
(傍
線
'
傍
点
筆
者
｡
以
下
同
様
)

B

『新
明
解
国
語
辞
典

(第
四
版
)』
二

九
九

一
｡
三
省
堂
)
｢ば
か
り
｣
-
-
③
大
体
そ
の
程

度
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
｡
｢
コ
ッ
プ
に
半
分
I
の
水

･
泣
か
ん
-
に
頼
む

･
-
と
音
わ
ん
I

で
あ
る
｣

(｢
い
わ
ん
｣
-
-

｢
-
と
-
ば
か
-
で
あ
る

〔=
う
っ
か
り
す
る
と
-
と
言
い

か
ね
な
い
状
態
だ
〕
｣
V

c

｢現
代
国
語
例
解
辞
典

(第
二
版
)』
二

九
九
三
｡
小
学
館
)
｢
ん
ば
か
り
｣
-
-
活
用
語
の

ヽ
ヽ
ヽ

未
然
形
に
つ
い
て

｢今
に
も
つ
か
み
か
か
ら
ん
ば
か
-
の
形
相
で
に
ら
み
つ
け
る
｣
の
よ
う
に

I

t0
9
-



動
作
や
状
態
が
起
き
る
寸
前
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡
∇

川推
量
の
助
動
詞

｢
ん
｣
に
副
助
詞
｢ば

か
り
｣
の
つ
い
た
も
の
｡

D

『学
研
現
代
新
国
語
辞
典
』
二

九
九
四
)
｢ば
か
り
｣
-
-
⑥

〔動
詞
連
体
形
+

｢ば
か
り
だ
｣

や
'
動
詞
未
然
形
+

｢
ん
ば
か
り
だ
｣
｢ぬ

(な
い
)
ば
か
り
だ
｣
な
ど
の
形
で
〕
い
ま
に
も

-
し
よ
う
と
す
る
状
態
に
あ
る
意
､
ま
た
'
-
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
状
態
に
あ
る
意
を

表
す
｡
｢用
意
は
済
ん
で
'
今
し
も
出
か
け
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
｣
｢触
れ
な
ば
落
ち
ん
ば

か
り
の
風
情
｣
｢
五
位
は
'
殆
ど
謡

卦
掻
か
な
い
ば
か
り
に
な
っ
て
'
咳
い
た

(龍
之
介
VL

｢燃
え
る
ば
か
り
に

(=
よ
う
に
)
咲
き
誇
る
｣
[参
考
]
｢ぬ
｣
｢な
い
｣
に
続
-
形
は
'
推

量
の
助
動
詞

｢む

(ん
)｣
を
打
ち
消
し
の
助
動
詞

｢ぬ
｣
｢な
い
｣
と
誤
解
し
て
成
立
し
た
も

の
｡

(｢
い
わ
ん
-
許
州
-
｣
(句
〉
(｢と
｣

の
形
で
)
口
に
こ
そ
だ
さ
な
い
が
'
口
に
出

し
て
言
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
よ
う
す
｡
｢
r盗
ん
だ
｣
と
I
の
物
腰
で
つ
め
よ
る
｣V

E
森
田
良
行

｢基
礎
日
本
語
辞
典
｣
二

九
八
九
｡
角
川
曹
店
)
｢ば
か
り
｣
-
-

｢雲
つ
-
ば
か

り
の
大
男
｣
｢泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
｣
｢
い
や
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
顔
｣
｢今
だ
と
ば
か
り

逃
げ
出
し
た
｣
い
ず
れ
も
状
況
を
〟

い
か
に
も
-
の
よ
う
に
″

と
例
示

･
比
職
に
よ
っ
て
表
し
'

〟

恐
ら
-
そ
れ
と
近
い
状
況

･
有
様
だ
″

と
推
測
的
に
娩
曲
に
述
べ
て
い
る
｡

【Ⅱ

｢
ン
｣
を
打
消
と
み
る
も
の
】

F

｢日
本
国
語
大
辞
典
』
二

九
七
六
｡
小
学
館
)
｢ば
か
-
｣
-
-

[補
注
]
刑

｢何
を
愚
頭
々
々

し
て
ゐ
る
と
云
は
ぬ
ば
か
り
に

〔浮
雲
｣
三

二

九
〕
｣
や

｢そ
ん
な
勇
気
は
な
い
と
云
は
ん

許

(ば
か
)
り
の
顔
を
し
て
い
る
｣
〔吾
輩
は
猫
で
あ
る
-
こ

の
よ
う
な
'
打
消
の
助
動
詞
｢
ぬ

(ん
)｣
を
う
け
た
例
は
'
｢今
に
も
-
し
そ
う
に
｣
の
意
を
表
わ
す
が
'
｢表
面
-
し
な
い
だ

け
で
実
質
的
に
は
-
し
た
も
同
じ
｣
と
い
う
意
味
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
て
②

轟
音
注
'
限
定

の
意
)
の
用
法
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

G

｢広
辞
林

(第
六
版
)｣
二

九
八
三
｡
三
省
堂
)
｢ば
か
り
｣
-
-
③
い
ま
に
も
-
し
よ
う
と

す
る
状
態
に
あ
る
意
を
表
わ
す
｡
｢-
ん
ば
か
り
｣
の
形
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
｡
｢運
び
だ
す

I
に
な
っ
て
い
pP
J
｢泣
か
ん
ー
の
顔
で
頼
む
L
T

-
③
の

｢
ん
ば
か
り
｣
は

｢
ぬ
ば
か
り
｣

の
形
も
用
い
ら
れ
'
こ
の

｢
ん

(ぬ
)｣
は
'
打
消
の
助
動
詞
の
連
体
形
と
み
ら
れ
て
い
る
)

H

『岩
波
国
語
辞
典

(第
四
版
)』
二

九
八
六
)
｢ば
か
り
｣
-
-
①

(
ハ
)
(動
詞

(+
助
動
詞
)

に
付
-
)
(ま
だ
し
な
い
が
)
す
る
の
と
同
程
度
に
ま
で
な
っ
て
い
る
'
あ
と
は
-
す
る
だ
け

だ
の
意
を
表
す
｡
｢出
発
す
る
-
の
と
こ
ろ
に
邪
魔
が
は
い
っ
た
｣
｢矧
明
日
山が
ら
山
‖
叫
矧
引

よ
う
L

I

膚

い
方
の
分
か
る
類
語
例
解
辞
典
』
二

九
九
四
｡
小
学
館
)
-
-
∵

ん
ば
か
り

(に
)｣
｢喜

I

t
tO
I



の
あ
ま
り
今
に
も
跳

上
が
ら
ん
ば
か
り
だ
っ
た
｣
｢店
の
主
人
に
'
帰
れ
と
言
わ
ん
ば
か

り
の
目
つ
き
を
さ
れ
た
｣
(用
例
二
例
'
略
)
･･････脚

｢
ん
ば
か
り

(に
)｣
の

｢
ん
｣
は
打
消

で
'
実
際
に
は
そ
の
動
作

･
作
用
は
起
こ
ら
な
い
が
'
今
ま
さ
に
-
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い

い
ぐ
ら
い
に
･･･t
と
い
う
意
味
に
な
り
'
非
常
に
似
た
状
況
を
説
明
す
る
た
め
の
比
聴
附
的
な

役
割
を
果
し
て
い
る
｡

【Ⅲ

｢
ン
｣
に
推
量
と
打
消
の
二
系
列
を
認
め
る
も
の
】

1

『三
省
堂
国
語
辞
典

(第
四
版
)｣
二

九
九
二
)
｢ば
か
り
｣
-
-
④

｢今
に
も
-
し
そ
う
で

あ
る
｣
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
｡
｢泣
か
ん

･

(泣
か
ぬ
)
I
に
た
の
む
｣
-
-
⑥

｢-
し
な

い
だ
け
で
'
実
は
す
る
の
と
同
じ
｣
の
気
持
ち
を
あ
ら
わ
す
.
｢
い
や
だ
と
言
わ
ん
I

の
顔
で
L

K

『講
談
社
国
語
辞
典

(第
二
版
)』
二

九
九
二
)
｢ば
か
-
｣
-
-
⑤

(｢
ん

(ぬ
)
-
｣
の
形

で
)
｢今
に
も
-
し
そ
う
だ
｣
の
意
を
表
す
｡
｢狂
わ
ん
-
に
泣
き
さ
け
ぶ
｣
⑥

｢そ
れ
を
し
な

い
だ
け
で
本
当
は
す
る
の
と
同
様
の
｣
の
意
を
表
す
｡
｢反
対
だ
と
言
わ
ん
-

の
態
度
｣

L

『旺
文
社
国
語
辞
典

(第
八
版
)』
二

九
九
二
)
｢ば
か
り
｣
-
-
④

(｢-
ん
ば
か
り
｣
の
形

で
)
(ヱ

(｢
ん
｣
は
打
消
し
の
意
で
)
-
な
い
だ
け
｡
｢笑
わ
ん
-
の
言
い
方
｣
(イ
)
(｢ん
｣

は
推
量
の
意
で
)
･･･し
そ
う
な
.
｢泣
き
出
さ
ん
I
の
顔
｣

【Ⅳ

立
場
の
明
確
で
な
い
も
の
】

M

『大
辞
林
｣
二

九
八
八
｡
三
省
堂
)
｢ば
か
り
｣
-
-
②
物
事
の
程
度
を
表
す
｡
-
-

言

)

あ
る
動
作
が
す
ぐ
に
も
実
行
さ
れ
る
段
階
に
あ
る
こ
と
を
表
す
｡
｢出
か
け
る
-
の
と
こ
ろ
へ

人
が
来
た
｣
｢泣
き
だ
さ
ん
-
の
顔
｣
｢御
衣
の
御
後
引
き
つ
-
ろ
ひ
な
ど
'
御
沓
T
を
取
ら
ぬ

=
出
し
給
ふ
/
源
紅
葉
賀
｣
(rl言
わ
ん
ば
か
り
｣
(｢言
う
｣
の
子
見
出
し
)
-
-
は
っ
き
り
と
そ
う

は
言
っ
て
い
な
い
が
'
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
な
様
子
で
あ
る
こ
と
｡
｢帰
れ
と
I
の
応
対
を

さ
れ
る
LV

N

『学
研
国
語
大
辞
典

(第
二
版
)』
(
l
九
九
°
)
｢ば
か
り
｣
･･･-
③

面

間
的
な
動
作

･
作

用
を
表
す
動
詞

･
助
動
詞
に
つ
-
O
多
-
は

｢ば
か
り
に
｣
｢ば
か
り
の
｣
の
形
で
一
(イ
)
い

ま
ま
さ
に
-
し
よ
う
と
す
る
状
態
'
あ
る
い
は
'
-
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
状
態
に
あ
る

こ
と
を
示
す
｡
｢
五
位
は
'
殆
ど
べ
そ
を
掻
か
な
い
ば
か
-
に
な
っ
て
'
咳
い
た

(芥
川
･
芋
粥
)｣

｢冬
の
真
夜
中
で
大
儀
そ
う
な
老
医
に
八
重
は
泣
き
つ
い
て
何
度
も
頭
を
さ
げ
'
手
を
ひ
か
ん

ば
か
り
に
し
て
連
れ
て
来
た

(壷
井
･
暦
)｣
｢斜
陽
は
赤
い
光
を
'
樹
々
の
葉
に
投
じ
'
葉
も
枝

も
燃
え
る
ば
か
-
に
輝
い
て
い
る

へ太
宰
･
走
れ
-
)｣

(｢
い
わ
ん
ー
ば
か
り
｣
へ連
語
)
こ
と

い
が
'
あ
さ
ら
か
に
そ
れ
と
さ
し
て
い
る
よ
う
す
｡
｢仏
外
交
記
者
は
お
手
上

-
ニ
ー
-

ば
で
は
言
わ
な
い
が



げ
だ
と
=
柑
屑
を
す
く
め
る

(四
三
･
五
･
九
･
統
売
g
LV

o

『集
英
社
国
語
辞
典
｣
二

九
九
三
)
｢ば
か
り
｣
-
-
③
あ
る
状
態
に
あ
る
意
を
表
す
｡
(ア
)

い
つ
で
も
で
き
る
状
態
に
あ
る
意
'
今
に
も
そ
の
よ
う
に
し
そ
う
な
状
態
に
あ
る
意
を
表
す
｡

｢-
ん

(ぬ
)
ば
か
り
｣
の
形
を
用
い
る
こ
と
も
多
い
｡
こ
の
様
態
の
表
現
は
'
修
飾
の
語
法

に
た
つ
と
'
時
に
'
あ
る
迫
っ
た
程
度

(①
)
轟
音
注
'
程
度
の
垂

の
表
現
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
｡
｢帰
る
I
に
な
っ
て
い
る
｣
｢泣
き
出
さ
ん
-
に
か
き
口
説
-
｣
｢腰
を
抜
か
す
-
の

驚
き
｣
(イ
)
(引
用
の
格
助
詞

｢と
｣
に
下
接
し
て
)
あ
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
'
こ
と
ば
で

た
だ
ち
に
音
わ
な
い
が
'
ほ
と
ん
ど
言
う
も
同
然
'
態
度
や
行
動
で
そ
れ
を
示
す
意
｡
ほ
と
ん

ど
-
と
言
い
そ
う
な
｡
-
と
言
わ
ぬ
ば
か
り
｡
｢風
の
昔
が
胸
を
揺
す
る
泣
け
と
ー
に
｣
｢待
っ

て
ま
し
た
と
1
声
を
か
け
て
｣

{｢
い
わ
ん
ば
か
り
｣
〔連
語
〕
-
-
こ
と
ば
で
は
言
わ
な
い

が
'
明
ら
か
に
そ
れ
と
指
し
て
い
る
梯
子
｡
｢ま
る
で
全
部

一
人
で
や
っ
た
と
｣

)

そ
れ
ぞ
れ
の
版
は
'
で
き
る
だ
け
最
新
の
も
の
を
示
す
よ
う
に
心
掛
け
た
が
'
版
に
よ
る
記
述
の
相
違
に
つ
い
て

は
特
に
問
題
と
し
な
い
｡
要
す
る
に
現
代
に
お
い
て
'
こ
の

｢
(ん
)
ば
か
り
｣
の
解
釈
が
い
か
に
ゆ
れ
て
い
る
か
'

そ
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
バ
カ
リ
｣
の
項
を
主
と
L
t
｢イ
ワ
ン
バ
カ
リ
｣
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
も

の

は

(

)
内
に
示
し
た
｡
い
わ
ゆ
る
国
語
辞
典
以
外
の
も
の
も
､
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
た
場
合
が

あ
る
｡
出
版
社
名
は
'
沓
名
か
ら
判
断
で
き
る
も
の
は
省
略
に
従
っ
た
｡
楯
音
名
も
省
略
｡
こ
の
稿
の
聾
者
自
身
が
編

集
委
員
と
し
て
参
画
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
'
同
列
に
扱
っ
た
｡
な
お
'
引
用
に
あ
た
っ
て
'
記
号
な
ど
表
記
を
改

め
た
場
合
が
あ
る
｡

三
､
解
説
文

･
用
例
の
検
討

以
上
'
諸
辞
典
の
解
説
は
'
｢
ン
｣
の
解
釈
に
つ
い
て
立
場
の
明
確
で
な
い
Ⅳ
を
除
-
と
へ
大
き

-
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
｡
な
お
'
(今
に
も
-
-
し
そ
う
な
様
子
を
表
す
)
と
い
っ
た
簡
単
な
記

述
の
み
の
も
の
'
ま
た
'
こ
の
項
目
に
関
し
て
特
に
言
及
の
な
い
も
の

(｢広
辞
苑

(第
四
版
)』
な

ど
)
は
引
用
を
省
略
し
た
｡
以
下
'
記
述
内
容
を
整
理
し
'
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
-
こ
と

に
す
る
｡
た
だ
し
'
こ
れ
は
あ
-
ま
で
も
当
該
項
目
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
り
'
特
定
の
辞
典
の
批

判
を
意
図
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
t亨
っ
ま
で
も
な
い
｡
こ
の
意
味
も
あ
っ
て
'
以
下
A
I
0
の
記

号
を
用
い
る
｡

Ⅰ
ま
ず
'
｢
ン
｣
を
推
量
と
み
て
'
｢
ン
バ
カ
リ
｣
を

T

L
そ
う
な
ほ
ど
)
の
よ
う
な
意
味
に
と
る

も
の
に
つ
い
て
'
見
て
み
よ
う
｡
A
の
場
合
'
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
'
用
例
に

｢今

I
E
N
I



に
も
-
ん
ば
か
り
｣
と
あ
り
'
こ
の
場
合
'
｢今
に
も
｣
が
ま
さ
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
状
況
で
あ

■

る
こ
と
を
示
し
t
へ今
に
も
-
し
な
い
だ
け
)
と
い
う
否
定
的
な
意
味
に
は
な
り
が
た
い
の
で
'
｢
ン
｣

を
推
量
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
t
B
の
場
合
'
(大
体
そ
の
程
度
･-
‥
)
と

い
う
記
述
か
ら

｢
ン
｣
を
推
量
と
と
ら
え
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡
B
に
は

｢
い
わ
ん
｣
の
項

が
あ
り
'
｢･･･と
-
ば
か
り
で
あ
る
｣
が
用
例
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
'
(う
っ
か
り
す
る
と
-

と
言
い
か
ね
な
い
状
態
だ
V
と
い
う
説
明
は
'
｢
ン
｣
を
打
消
と
と
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
苦

心
の
説
明
で
は
あ
る
が
､
そ
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
｡

こ
れ
に
対
し
て
t
c
は

｢
ン
｣
が
推
量
の
助
動
詞
で
あ
る
と
明
記
し
'
用
例
に

｢今
に
も
-
ん
ば

か
り
｣
の
呼
応
例
を
挙
げ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
｢言
わ
ん
ば
か
り
｣
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
｡
ま
た
t

D
の
場
合
'
(｢
ぬ
｣
｢な
い
｣
に
続
-
形
は
'
推
量
の
助
動
詞

｢む

(ん
)｣
を
打
ち
消
し
の
助
動
詞

｢ぬ
｣
｢な
い
｣
と
誤
解
し
て
成
立
し
た
も
の
〉
と
い
う
踏
み
込
ん
だ
記
述
を
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
｡

D
に
は

｢触
れ
な
ば
落
ち
ん
ば
か
り
の
風
情
｣
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
'
こ
れ
は
た
し
か
に
推
量

｢
ン
｣
の
例
と
な
る
が

(注
3
)
へ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
｡
な
お
t
D
の
場
合
も

｢言
わ
ん

ば
か
り
｣
の
項
に
お
い
て
は

〈
口
に
こ
そ
だ
さ
な
い
が
-

-
〉
と
い
う
記
述
で
'
｢
ン
｣
を
打
消
と

み
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
｢ば
か
り
｣
の
項
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
E

は

｢泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
｣
も

｢
い
や
だ
と
言
わ
ん
ば
か
-
の
顔
｣
も
挙
げ
て
お
り
'
明
示
的
に

は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
'
｢
ン
｣
を
推
量
と
み
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

Ⅲ
こ
れ
に
対
し
て
､
F
I
Ⅰ
は

｢
ン
｣
を
打
消
の
助
動
詞
と
し
て
扱
い
'
｢
バ
カ
リ
｣
を
限
定
の
意

に
と
っ
て
'
(-
し
な
い
だ
け
で
'
実
際
は
-
し
た
も
同
様
)
の
意
味
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
｡

F
の
補
注
欄
に
お
け
る
説
明
は
t
D
な
ど
と
は
語
源
的
に
対
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
特
に
F

に
お
い
て
t
へ今
に
も
-
し
そ
う
に
)
と
い
う
現
在
の
1
般
的
な
受
け
取
り
方
を
示
し
'
そ
の
も
と

と
な
る
意
味
を
'
打
消
の

｢
ヌ

(ン
)｣
に

｢
バ
カ
リ
｣
が
療
続
し
た
も
の
と
い
う
立
場
か
ら
'
｢
バ

カ
リ
｣
の
限
定
的
な
用
法
と
説
い
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
｡
F
に
は

｢言
う
｣
の
子
見
出
し
と
し

て

｢
い
わ
ぬ
ば
か
り
｣
の
項
目
が
あ
り
'
虎
寛
本
狂
言

｢柿
山
伏
｣
な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(す
で
に

『大
日
本
国
語
辞
典
｣
に
こ
の
項
目
が
あ
り
'
(
口
に
出
し
て
言
は
ぬ
だ
け
で
'
実
際
は

明
か
に
そ
れ
と
示
し
て
ゐ
る
こ
と
)
と
い
う
記
述
が
あ
る
)｡
｢-
ヌ
バ
カ
リ
｣
の
形
式
を
本
来
の
も

の
と
考
え
る
な
ら
ば
'
｢-
ン
バ
カ
リ
｣
も
当
然

T

L
な
い
だ
け
)
と
い
う
打
消
の
立
場
か
ら
解

釈
す
る
こ
と
に
な
る
｡
筆
者
の
立
場
も
こ
れ
に
近
い
が
'
た
だ
し
､
F
で
示
し
て
い
る
用
例
は

｢-

と
言
わ
ぬ

(ん
)
ば
か
り
｣
に
限
ら
れ
て
お
り
'
｢泣
か
ん
ば
か
り
｣
な
ど
の
例
の
考
察
を
欠
い
て

い
る
点
が
問
題
で
あ
ろ
う
｡

-
〓
M
I



mu

次
に
t
I

･
K

･
L
は
'
｢
ン
バ
カ
リ
｣
に
相
当
す
る
語
釈
を
二
つ
の
ブ
ラ
ン
チ
に
分
け
て
示
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
特
に
L
に
お
い
て
は
t
へ打
消
し
の
意
)
(｢笑
わ
ん
I
の
言
い
方
｣)
と

(推

量
の
意
)
(｢泣
き
出
さ
ん
-
の
顔
｣
)
と
を
明
示
し
て
区
別
し
て
い
て
注
目
さ
れ
る
｡
I
や
K
の
場

合
も
'
(今
に
も
-
し
そ
う
)
と
い
う
意
味
の
場
合
と
'
(-
し
な
い
だ
け
で
､
す
る
の
と
同
様
)
の

意
味
を
表
す
も
の
と
を
別
ブ
ラ
ン
チ
に
立
て
て
お
り
'同
様
の
判
断
を
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
｡

1

･
K
は
'
と
も
に

｢
-
と
言
わ
ん
ば
か
り
｣
の
例
を
挙
げ
て
お
り
'
こ
の
場
合
は

｢
ン
｣
を
打
消

と
み
る
点
で

一
致
し
て
い
る
｡
た
だ
し
'
推
宜
と
し
て
の
説
明
の
中
で
t
I
で
は

｢泣
か
ん

(泣
か

ぬ
)
ば
か
り
に
｣
と
い
う
用
例
で
t
K
で
は

(｢
ん

(ぬ
)
ば
か
り
｣
の
形
で
)
と
い
う
注
記
で
'

そ
れ
ぞ
れ

｢
ヌ
バ
カ
リ
｣
の
語
形
を
挙
げ
て
い
る
が
へ
こ
の
場
合

｢
ヌ
｣
は
打
消
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
'
上
述
の
よ
う
な
扱
い
方
に
は
や
や
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
｡

Ⅳ
M
や
N
の
場
合
'
｢
バ
カ
リ
｣
の
項
の
記
述
自
体
は

｢
ン
｣
を
推
量
と
し
て
扱

っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
｡
し
か
し
'
用
例
に

｢
ヌ
バ
カ
リ
｣
や

｢
ナ
イ
バ
カ
リ
｣
の
接
続
例
を
挙
げ
て
い
る
点
は
､
解

説
文
の
記
述
と
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
N
に
お
い
て
'
(瞬
間
的
な
動
作

･
作
用

を
表
す
動
詞

･
助
動
詞
に
っ
こ

と
し
な
が
ら
'
｢
べ
そ
を
掻
か
な
い
ば
か
り
｣
町
よ
う
な
用
例
を

挙
げ
て
い
る
の
は
矛
盾
し
て
お
り
'
こ
の
よ
う
な

｢-
ナ
イ
バ
カ
リ
｣
の
例
ま
で

(
い
ま
ま
さ
に
-

し
ょ
う
と
す
る
状
態
)
の
よ
う
な
解
釈
を
あ
て
は
め
る
の
は
無
理
で
あ
ろ
う
｡
な
お
t
M

･
N
と
も

に

｢言
わ
ん
ば
か
り
｣
の
項
の
記
述
に
な
る
と
へ
明
ら
か
に
打
消
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
｡

O
の
場
合
も
'
そ
の
記
述
に
わ
か
り
に
-
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
'
③
の

(ア
)
は

｢
ン
｣
を
推
量

と
解
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

((イ
)
は
語
釈
の
中
に

｢
-
と
言
わ
ぬ
ば
か
-
｣
の
例
を

示
し
て
い
て
注
意
さ
れ
る
が
'
こ
れ
は

｢
-
と
ば
か
り
｣
の
用
法
で
あ
り
'
別
に
考
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
)
｡

一
方
'
｢
い
わ
ん
ば
か
り
｣
の
項
で
は

｢
ン
｣
を
打
消
と
み
る
立
場
か
ら
記
述
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
れ
ば
t
M
I
0
の
場
合
も

町
の
立
場
と
み
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
｡

以
上
'
諸
辞
典
に
お
け
る

｢
ン
バ
カ
リ
｣
の
記
述
を
み
て
き
た
が
.'
そ
の
語
源

(と
い
う
よ
り
も

語
構
成
)
の
把
撞
'
ま
た
'
そ
れ
に
よ
る
意
味
解
釈
が
こ
れ
ほ
ど
ま
ち
ま
ち
な
項
目
と
い
う
の
も
珍

し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の

｢
ン
バ
カ
リ
｣
の
形
式
は
'
現
在
で
も
し
ば
し
ば
目
に
L
t
耳
に
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
｢-
ン
バ
カ
リ
｣
全
体
が
慣
用
的
な
用
法
と
な

っ
て
'
｢
ン
｣
そ
の
も
の
の
意

味
が
把
握
さ
れ
に
-
-
な
り
'
そ
れ
ぞ
れ
の
辞
典
の
執
筆
者

(編
者
)
が
分
析
的
な
意
識
で
記
述
し

I

t
t
4
-



よ
う
と
す
る
と
き
'
そ
の
解
釈
に
ゆ
れ
が
生
じ
て
い
る
段
階
な
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
稿
の
筆
者
は
'
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
こ
の

｢
ン
バ
カ
リ
｣
の
形
式
は
'
｢打
消
の
助

動
詞
ヌ
+
バ
カ
リ
｣
に
由
来
す
る
も
の
で
'

一
元
的
に
説
明
で
き
る
と
考
え
て
い
る
｡
具
体
的
な
用

例
の
検
討
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
'
｢-
ト
言
ハ
ヌ
バ
カ
リ
｣
の
よ
う
な
例
は
室
町
時
代

か
ら
見
え
は
じ
め
て
お
り
'
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
'
前
期
上
方
語
に
お
い
て
'
す
で
に
盛
ん
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
表
現
は

｢
ヌ
バ
カ
リ
｣
か
ら

｢
ン
バ
カ
リ
｣
へ

の

変
化
と
し
て
'
一
般
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
｡
た
だ
し
'
現
代
に
お
い
て
は
'
そ
の
動
詞
の
種
類
に
よ
っ

て
'
次
第
に

(今
に
も
-
し
そ
う
な
状
態
で
)
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
れ
だ
し

(｢泣
き
だ
さ
ん
ば

か
り
｣
｢飛
び
上
が
ら
ん
ば
か
り

(の
驚
き
よ
う
)｣
の
よ
う
な
瞭
間
動
詞
の
場
合
で
あ
る
)
'
｢今
に

も
｣
と
共
起
す
る
用
法
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡

前
述
の

｢触
れ
な
ば
落
ち
ん
ば
か
り
の
風
情
｣
(D
の
用
例
)
は
'
｢触
れ
な
ば
落
ち
ん

(=
む
)

風
情
｣
と
い
う
連
体
修
飾
の
用
法
が
本
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
促
定
条
件
の
帰
結
に
お

い
て
は

｢
ム

フ

)｣
を
と
る
の
が
普
通
で
あ
り
､
こ
の
場
合
そ
れ
が
連
体
法
に
用
い
ら
れ
た
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
現
在
t
D
の
挙
例
の
よ
う
に

｢触
れ
な
ば
落
ち
ん
ば
か
り
-
｣
.
の
形
で

も
用
い
ら
れ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は

｢落
ち
ん
ば
か
り
｣
と
い
う

｢
ン
バ
カ
リ
｣
の
用
法
に
影
響
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
例
に
関
し
て
は
､
｢触
れ
な
ば
落
ち
ん
風
情
｣
の
用
法
と
'
打
消
の

｢
ン

バ
カ
リ
｣
と
の
コ
ン
タ
ミ
ネ
-
･ン
ヨ
ン
と
し
て
説
明
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
o

四
､
あ
わ
り
に

以
上
を
整
理
し
て
み
よ
う
｡
冒
頭
の

①
ど
う
だ
t
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
｡

②
泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
｡

に
お
い
て
'
①
は

｢
い
わ
ん
ば
か
り
｣
の
形
を
見
出
し
語
に
立
て
て
い
る
も
の
も
多
-
'
こ
の
場
合

は
'
諸
辞
典
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
し
て

(-
と
言
わ
な
い
だ
け
で
'
ま
る
で
言
っ
た
も
同
様
に
)
と

い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢-
と
言
わ
ん
ば
か
り
｣
の
表
現
に
限
る
な
ら
ば
'
｢
ン
｣

を
打
消
と
み
る
の
が

一
般
的
で
あ
り
'
｢言
わ
ぬ
ば
か
り
｣
と
い
う
語
源
意
識
は
現
代
に
ま
で
継
承

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
'
②
の
場
合
'
①
と
同
様
に
解
釈
す
る
も
の
と
'
｢
ン
｣
を
推
量
と
み
る
も
の
と
に
分
か
れ

て
い
る
｡
た
し
か
に
'
現
在
で
は
'

ヽ
ヽ
ヽ

○
今
に
も
泣
か
ん
ば
か
り
に
頼
む
｡

の
よ
う
な
用
法
が
可
能
で
あ
り
'
｢
ン
バ
カ
リ
｣
を
推
量
の
よ
う
に
意
識
す
る
こ
と
が
多
-
な
っ
て

き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
そ
の
語
源
'
本
来
の
用
法
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
①
と
区
別

-

こび
-



す
べ
き
理
由
は
な
く
'
打
消
の

｢
ヌ
｣
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
'

〓
冗
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡

注
(-
)
湯
沢
幸
吉
郎
氏
は
前
者
の
立
場
に
立
ち
'
｢
ム
バ
カ
リ
｣
を
本
来
の
も
の
と
す
る
考
え
を
提

出
し
て
い
る

(『現
代
語
法
の
諸
問
題
』

一
九
四
四
'
日
本
語
教
育
振
興
会
｡

一
九
八
〇
㌧
勉

誠
社
復
刊
)
｡
こ
れ
に
対
し
て
此
島
正
年
氏
は
'
後
者
の
立
場
で
'
｢
ヌ
バ
カ
リ
｣
を
本
来
の
も

の
と
推
定
し
て
い
る

(｢助
詞

『の
み
』
と

『ば
か
り
』
の
適
時
的
考
察
｣
『日
本
文
学
研
究
』

二
四
.

1
九
六
五
｡
r国
語
助
詞
の
研
究
』
(桜
楓
社
)
所
収
)
.

(2
)
小
林
賢
次

｢
r
(言
わ
)
ん
ば
か
り
』
考

-

助
動
詞

｢
ム
｣
と

｢
ヌ
｣
の
昔
変
化
に
よ
る

同
音
衝
突
-

一〇
･
二
九
)

｣
(近
代
語
研
究
会
第

一
〇
八
回
研
究
発
表
会
'
於
北
海
道
大
学
｡
一
九
九
二
丁

(3
)
こ
の
表
現
に
つ
い
て
は
'
口
頭
発
表

(注
2
所
掲
)
の
際
'
菊
地
康
人
氏
か
ら
'
｢
ン
｣
が

推
量
に
解
釈
さ
れ
る
場
合
の
ひ
と
つ
と
し
て
指
摘
が
あ
っ
た
｡
な
お
'
関
連
す
る
表
現
に
つ
い

て
'
田
中
章
夫
氏
'
金
沢
裕
之
氏
な
ど
か
ら
の
示
唆
も
あ
っ
た
｡

(こ
ぼ
や
し

け
ん
じ

･
東
京
都
立
大
学
教
授
)

-
tt6
-
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