
一

〈
要
旨
〉

諺
と
は
、
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
た
風
刺
、
教
訓
な
ど
を
含
ん
だ
短
句
で
あ
る
。
そ
の
種
類
や
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
多
様
で
あ
る
が
、
概
し
て
比
喩
を
も
っ
て
人
を
戒
め
た

も
の
が
多
い
。
学
校
教
育
に
お
け
る
「
こ
と
わ
ざ
」
の
学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
国
語
編 

第
３
章 

各
学
年
の
内
容 

第
２
節 

第
３
学

年
及
び
第
４
学
年
の
内
容 

1
〔
知
識
及
び
技
能
〕
⑶ 

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
次
の
事
項
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
に
、「 

イ 

長
い
間
使
わ
れ
て
き

た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
説
に
は
、「
こ
と
わ
ざ
は
、
生
活
経
験
な
ど
に
お
い
て
あ
り
が
ち
な
こ

と
を
述
べ
た
り
、
教
訓
を
述
べ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
塵
も
積
も
れ
ば
山
と
な
る
』、『
善
は
急
げ
』、『
石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
』
な
ど
が
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て

い
る
。
小
稿
で
は
、
日
本
語
に
お
け
る
定
型
表
現
の
観
点
か
ら
、
児
童
の
実
生
活
に
お
け
る
「
生
き
る
力
」
と
な
る
諺
に
つ
い
て
、
学
習
と
指
導
の
在
り
方
の
一
端
を
考
察
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　

小
学
校
国
語
科　

学
習
指
導
要
領
解
説　

伝
統
的
な
言
語
文
化　

こ
と
わ
ざ　

学
習
指
導
事
例

小
学
校
国
語
科
に
お
け
る
「
こ
と
わ
ざ
」
の
理
解
と
使
用 

─ 

表
現
と
意
味
の
関
係
を
中
心
に 

─

U
nderstanding and the using proverbs in the elem

entary school Japanese language course 
─

 focusing on the relationship betw
een expressions and m

eanings ─
 

馬
　
場
　
　
　
治
（
人
間
科
学
部
こ
ど
も
学
科
教
授
）

H
ajim

u  B
A

B
A

 (Faculty of H
um

an Sciences D
epartm

ent of C
hild Study P

rofessor)

は
じ
め
に

先
人
達
は
、
人
生
を
よ
り
良
く
生
き
る
た
め
の
教
訓
や
知
恵
を
「
諺
」
と
い
う
表
現
に
凝
縮
し
、

様
々
な
場
面
に
即
し
て
活
用
で
き
る
よ
う
残
し
て
く
れ
た
。
そ
の
「
諺
」
は
、
た
と
え
時
代
は
違

っ
て
も
普
遍
的
な
説
得
力
を
も
ち
、
現
代
社
会
や
日
常
生
活
で
も
充
分
に
通
用
す
る
も
の
が
多
い
。

い
ま
最
新
版
の
国
語
辞
典
で
「
こ
と
わ
ざ
【
諺
】」
の
意
味
を
確
認
す
れ
ば
、「
昔
か
ら
言
い
伝

え
て
き
た
、
訓
戒
・
風
刺
な
ど
を
内
容
と
す
る
短
い
句
。」（
岩
波
第
八
版
）、「〔
語
コト
事
ワザ
の
意
〕

そ
の
国
の
民
衆
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
、
教
訓
的
な
言
葉
。〔
短
く
て
、
口
調
ク
チ
ョ
ウ
の
い
い
も
の
が

多
い
〕」（
新
明
解
第
八
版
）
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
漢
和
辞
典
の 

語
義 

に
は
、「
民
間
に
言

い
伝
え
ら
れ
一
定
の
真
理
を
反
映
し
た
こ
と
ば
。
こ
と
わ
ざ
。」（
全
訳
漢
辞
海
第
四
版
）
と
あ
る
。

日
本
こ
と
わ
ざ
文
化
学
会
会
長
の
時
田
昌
瑞
は
、
こ
と
わ
ざ
の
定
義
に
つ
い
て
、
仮
説
的
な
レ

ベ
ル
に
と
ど
ま
る
と
断
っ
た
上
で
、「
絶
妙
な
譬
え
を
有
す
る
短
く
て
耳
響
き
よ
く
、
人
々
に
言

い
習
わ
さ
れ
た
多
様
で
豊
か
な
内
容
と
気
の
き
い
た
表
現
の
言
語
芸
術
」
と
規
定
し
て
い
る
⑴
。

確
か
に
、
聖
人
や
偉
人
が
残
し
た
厳
め
し
い
格
言
と
比
べ
、
庶
民
や
世
間
か
ら
生
ま
れ
た
諺
の

方
が
親
し
み
易
く
、
実
生
活
に
お
い
て
役
立
つ
。
そ
れ
は
、
時
田
が
説
く
如
く
、
日
々
の
営
み
の

積
み
重
ね
か
ら
得
た
経
験
知
を
凝
縮
し
、
口
誦
の
リ
ズ
ム
が
よ
く
、
記
憶
し
易
い
字
数
（
音
節
数
）

の
少
な
い
短
句
か
つ
複
数
の
語
が
結
合
し
慣
習
的
に
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
っ
た
句
を
成
す
定
型
表
現

で
、
誰
に
で
も
共
感
と
納
得
が
ゆ
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。
辞
典
や
教
科
書
に
選
ば
れ
収
録
さ
れ
た
諺
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二

は
、
学
校
文
化
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
、
社
会
の
常
識
的
な
価
値
観
と
し
て
普
及
し
て
い
る
。
し

か
し
、
語
彙
量
や
経
験
知
が
少
な
い
児
童
だ
と
、
表
現
は
丸
暗
記
し
て
い
る
が
、
意
味
を
き
ち
ん

と
理
解
せ
ず
に
使
用
し
て
し
ま
う
場
合
も
多
い
。
そ
れ
は
、
巧
み
な
修
辞
や
比
喩
に
よ
っ
て
詳
し

い
意
味
を
知
ら
ず
と
も
何
と
な
く
言
い
た
い
こ
と
が
分
か
り
伝
わ
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
小
稿
で
は
具
体
的
な
「
こ
と
わ
ざ
」
に
即
し
て
、
表
現
と
意
味
の
関
係
か
ら
、
読
書

量
が
減
り
語
彙
量
が
乏
し
く
な
っ
た
と
の
見
方
も
あ
る
今
日
の
児
童
の
、
日
常
的
な
言
語
生
活
に

お
け
る
理
解
と
使
用
の
実
態
を
把
握
し
、
学
習
と
指
導
の
在
り
方
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

一　
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』
に
お
け
る
「
こ
と
わ
ざ
」
の
記
述

ま
ず
、
学
習
指
導
の
規
範
と
な
る
前
回
と
今
回
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』

（
著
作
：
文
部
科
学
省　

発
行
：
東
洋
館
出
版
社
）
に
お
け
る
「
こ
と
わ
ざ
」
関
連
の
記
述
が
あ
る
箇
所
を
引
用
し
て
比
較
対
照
す

る
（
原
文
は
横
書
き
、
傍
線
と
波
線
は
私
に
よ
る
）。

平
成
20
年
８
月　

第
２
章　

国
語
科
の
目
標
及
び
内
容　

第
２
節　

国
語
科
の
内
容

⑷
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

低
学
年
で
は
、
昔
話
や
神
話
・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
発
表
し

合
っ
た
り
す
る
こ
と
、
中
学
年
で
は
、
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
情
景
を
思
い

浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱
を
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
長
い
間
使
わ

れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
、
高
学
年
で
は
、

親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ
い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、

音
読
す
る
こ
と
や
、
古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方

を
知
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
３
章　

各
学
年
の
目
標
と
内
容　

第
２
節　

第
３
学
年
及
び
第
４
学
年

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

⑴
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、「
Ｂ
書
く
こ
と
」
及
び
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
の
指
導
を
通
し
て
、

次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

イ 

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

イ
は
、
長
く
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
日
常
生

活
で
も
使
う
よ
う
に
す
る
こ
と
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。

「
こ
と
わ
ざ
」
は
、
生
活
経
験
な
ど
に
お
い
て
あ
り
が
ち
な
こ
と
を
述
べ
た
り
、
教
訓
を
述
べ

た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
住
め
ば
都
」、「
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
」、「
急
が
ば
回

れ
」、「
石
の
上
に
も
三
年
」
な
ど
が
あ
る
。「
慣
用
句
」
は
、「
道
草
を
食
う
」、「
油
を
売
る
」
な

ど
の
よ
う
に
、
二
つ
以
上
の
語
が
結
び
付
い
て
元
の
意
味
と
は
違
っ
た
特
定
の
意
味
を
表
す
も
の

で
あ
る
。
故
事
成
語
は
、「
推
敲こ
う

」、「
矛む
じ
ゅ
ん盾
」、「
五
十
歩
百
歩
」
な
ど
の
よ
う
に
中
国
の
故
事
に

由
来
す
る
熟
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
、
先
人
の
知
恵
や
教
訓
、
機
知
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。
言
語
生
活
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
を
知
り
、
実
際
の
言
語
生

活
で
用
い
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

平
成
29
年
７
月　

第
２
章　

国
語
科
の
目
標
及
び
内
容　

第
２
節　

国
語
科
の
内
容

⑶ 

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

○
伝
統
的
な
言
語
文
化

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
親
し
む
こ
と
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。

我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
、
親
し
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
豊
か
さ
に

気
付
き
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
内
容
を
構
成
し
て
い
る
。

各
学
年
の
ア
は
、
音
読
す
る
な
ど
し
て
言
葉
の
響
き
や
リ
ズ
ム
に
親
し
む
こ
と
を
系
統
的
に
示

し
て
い
る
。
イ
は
、
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は
言
葉
の
豊
か
さ
に
気
付
く
こ
と
を
、
第
３
学

年
及
び
第
４
学
年
で
は
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
を

知
り
、
使
う
こ
と
を
、
第
５
学
年
及
び
第
６
学
年
で
は
作
品
に
表
れ
て
い
る
昔
の
人
の
も
の
の
見

方
や
感
じ
方
を
知
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
３
章　

各
学
年
の
内
容　

第
２
節　

第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
の
内
容

⑶ 

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

⑶
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
次
の
事
項
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
。

イ 

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。
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三

○
伝
統
的
な
言
語
文
化

イ  
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
。

長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
日
常
生
活
で

も
使
う
よ
う
に
す
る
こ
と
に
関
す
る
内
容
を
示
し
て
い
る
。

こ
と
わ
ざ
は
、
生
活
経
験
な
ど
に
お
い
て
あ
り
が
ち
な
こ
と
を
述
べ
た
り
、
教
訓
を
述
べ
た
り

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
塵
も
積
も
れ
ば
山
と
な
る
」、「
善
は
急
げ
」、「
石
橋
を
た
た
い

て
渡
る
」
な
ど
が
あ
る
。
慣
用
句
は
、「
水
に
流
す
」、「
羽
を
伸
ば
す
」
な
ど
の
よ
う
に
、
二
つ

以
上
の
語
が
結
び
付
い
て
元
の
意
味
と
は
違
っ
た
特
定
の
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
故
事
成
語

は
、「
矛
盾
」、「
推
敲
」、「
五
十
歩
百
歩
」
な
ど
の
よ
う
に
中
国
の
故
事
に
由
来
す
る
熟
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
先
人
の
知
恵
や
教
訓
、
機
知
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の

意
味
を
知
り
、
日
常
生
活
で
用
い
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

前
回
の
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
は
今
回
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る

事
項
」
に
変
更
さ
れ
た
。「
こ
と
わ
ざ
」
は
、
そ
の
最
初
の
事
項
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の 

第

３
学
年
及
び
第
4
学
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
前
回
も
中
学
年
だ
っ
た
の
で
、
適
切
な
学
習

年
齢
は
同
じ
で
あ
る
。
発
達
段
階
と
し
て
は
、
社
会
性
を
十
分
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま

小
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
に
も
不
安
定
で
、
周
り
の
児
童
と
の
人
間
関
係
を
う

ま
く
構
築
で
き
ず
集
団
生
活
に
馴
染
め
な
い
所
謂
「
小
1
プ
ロ
ブ
レ
ム
」
が
過
ぎ
、
小
学
校
で
の

集
団
生
活
に
よ
う
や
く
慣
れ
て
き
て
友
達
の
輪
も
広
が
り
所
謂
「
9
歳
の
壁
」
を
迎
え
る
時
期
で

あ
る
。
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育

局
児
童
生
徒
課
は
、「
子
ど
も
の
発
達
段
階
ご
と
の
特
徴
と
重
視
す
べ
き
課
題
」
に

お
い
て
、
小
学
校
高
学
年
の
時
期
に
お
け
る
子
ど
も
の
発
達
に
お
い
て
重
視
す
べ
き
課
題
と
し

て
、「
⃝
抽
象
的
な
思
考
へ
の
適
応
や
他
者
の
視
点
に
対
す
る
理
解 ⃝

自
己
肯
定
感
の
育
成 ⃝
自

他
の
尊
重
の
意
識
や
他
者
へ
の
思
い
や
り
な
ど
の
涵
養 ⃝

集
団
に
お
け
る
役
割
の
自
覚
や
主
体
的

な
責
任
意
識
の
育
成 ⃝

体
験
活
動
の
実
施
な
ど
実
社
会
へ
の
興
味･

関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
づ
く

り
」
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
身
の
回
り
の
具
体
的
な
事
物
を
比
喩
的
に
用
い
言
語
化
さ
れ
た

「
こ
と
わ
ざ
」
は
、
日
常
生
活
や
他
者
と
の
関
係
性
に
お
け
る
具
体
的
な
体
験
場
面
を
目
に
見
え

な
い
抽
象
的
な
思
考
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
自
他
を
利
す
る
汎
用
性
が
期
待
さ
れ
る
。
学
童
期
の
中

学
年
は
、
生
活
面
で
も
学
習
面
で
も
高
学
年
へ
の
ス
テ
ッ
プ
の
分
岐
点
に
当
た
り
、
様
々
な
壁
に

ぶ
つ
か
っ
た
児
童
に
と
っ
て
「
こ
と
わ
ざ
」
は
、
現
場
に
お
け
る
自
己
の
行
動
や
思
考
そ
の
も
の

を
認
知
や
省
察
の
対
象
と
す
る
メ
タ
認
知
能
力
を
高
め
、
生
き
方
の
羅
針
盤
に
な
る
と
考
え
る
。

児
童
個
人
の
語
彙
量
は
普
通
、
理
解
語
彙
が
使
用
語
彙
に
勝
る
が
、「
こ
と
わ
ざ
」
に
限
っ
て
は

イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
、
現
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
か
ら
「
こ
ん
な
意
味
だ
ろ
う
」
と
類

推
し
て
口
頭
で
使
用
す
る
場
合
が
多
い
。
文
章
を
書
き
記
す
場
合
に
、
心
内
辞
書
に
備
わ
っ
た
理

解
語
彙
か
ら
文
脈
に
適
し
た
も
の
を
選
ん
で
使
用
語
彙
と
し
て
使
う
方
向
性
と
は
真
逆
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
場
で
の
表
現
が
意
味
の
理
解
に
勝
る
「
こ
と
わ
ざ
」
だ
か
ら
こ
そ
、
何
度
か

同
じ
状
況
に
遭
遇
す
る
う
ち
に
そ
の
意
味
に
確
信
が
持
て
た
ら
自
分
で
も
使
っ
て
み
る
と
い
っ
た

経
験
に
依
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
規
範
的
な
辞
典
で
意
味
や
用
例
の
記
述
を
確
認
し
て
、
各
自
の

言
語
生
活
に
お
い
て
適
切
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
学
習
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

二　

国
語
教
科
書
の
単
元
教
材
に
お
け
る「
こ
と
わ
ざ
」の
記
述
と
学
習
指
導
事
例

平
成
23
度
版
教
科
書
「
小
学
校
国
語 

四
下 

は
ば
た
き
」（
光
村
図
書
）
92
頁
で
は
、
単
元
名
「
こ

と
わ
ざ
ブ
ッ
ク
」
を
作
ろ
う
／
児
童
の
活
動
目
標
「
調
べ
て
、
ま
と
め
て
、
読
み
合
お
う
」
／
学

習
上
の
ポ
イ
ン
ト
「
こ
と
わ
ざ
を
調
べ
て
、
そ
の
意
味
を
知
り
ま
し
ょ
う
。
こ
と
わ
ざ
や
故こ

事
成

語
を
集
め
て
、
本
を
作
り
ま
し
ょ
う
。
書
く 

」
で
、
具
体
例
と
し
て
「
犬
も
歩
け
ば
ぼ
う
に
当

た
る
」、「
わ
か
い
と
き
の
苦
労
は
買
っ
て
も
せ
よ
」「
頭
か
く
し
て
し
り
か
く
さ
ず
」「
さ
る
も
木

か
ら
落
ち
る
」「
急
が
ば
回
れ
」「
所
変
わ
れ
ば
品
変
わ
る
」「
帯
に
短
し
た
す
き
に
長
し
」「
ね
こ

の
手
も
借
り
た
い
」「
わ
が
身
を
つ
ね
っ
て
人
の
痛い
た

さ
を
知
れ
」「
か
わ
い
い
子
に
は
旅
」「
や
な

ぎ
の
下
に
い
つ
も
ど
じ
ょ
う
は
い
な
い
」
を
挿
絵
と
対
照
さ
せ
て
挙
げ
、「
▼
こ
と
わ
ざ
に
は
、

同
じ
よ
う
な
と
く
ち
ょ
う
を
も
つ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
こ
と
わ
ざ
を
、
次
の
と
く
ち

ょ
う
ご
と
に
、
分
け
て
み
ま
し
ょ
う
。 ⃝

動
物
が
出
て
く
る
。 ⃝

に
た
言
い
回
し
が
く
り
返
さ

れ
て
い
る
。 ⃝

こ
う
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
「
教
訓
」
が
表
さ
れ
て
い
る
。
意
味
が
分
か
ら
な

い
こ
と
わ
ざ
は
、
国
語
辞
典
や
、
こ
と
わ
ざ
の
本
な
ど
で
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。」
と
学
習
指
導

に
必
要
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。
更
に
93
頁
欄
外
に
は
導
入
時
に
必
要
な
定
義
の
確
認
と
し
て

「
こ
と
わ
ざ　

生
き
て
い
く
う
え
で
の
ち
え
や
教
え
を
、
短
い
言
葉
や
言
い
回
し
で
表
し
た
も

の
。」「
故
事
成
語　

こ
と
わ
ざ
に
に
た
短
い
言
葉
。
中
国
に
伝
わ
る
古
い
出
来
事
や
物
語
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
。」
と
両
者
の
相
違
を
注
記
し
て
い
る
。
94
頁
に
は
「
こ
と
わ
ざ
ブ
ッ
ク
」
作
成

に
必
要
な
視
点
と
し
て
「
1 

同
じ
と
く
ち
ょ
う
を
も
つ
こ
と
わ
ざ
を
集
め
て
、
意
味
を
調
べ
よ

う
。」
を
掲
げ
、
そ
の
内
訳
を
「
意
味
に
着
目
す
る
⃝
教
訓
⃝
に
た
意
味
⃝
反
対
の
意
味
」「
出
て

く
る
も
の
に
着
目
す
る
⃝
動
物
⃝
数
字
⃝
食
べ
物
⃝
虫
」「
表
現
の
と
く
ち
ょ
う
に
着
目
す
る
⃝
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四

た
と
え
⃝
く
り
返
し
⃝
組
み
合
わ
せ
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
こ
と
わ
ざ
」
を
分
類
し
、
範

疇
化
・
系
統
化
す
る
語
彙
学
習
に
通
じ
る
。
次
に
「
2 

本
の
中
身
を
作
ろ
う
。
集
め
た
こ
と
わ

ざ
を
使
っ
て
、
自
分
な
り
の
ア
イ
デ
ア
で
本
の
中
身
を
作
り
ま
し
ょ
う
。」
の
具
体
例
と
し
て
記

録
カ
ー
ド
に 
表 「
お
ひ
な
様
よ
り
ひ
な
あ
ら
れ
「
花
よ
り
だ
ん
ご
」
の
ま
ね
（
意
味
）
ひ
な
祭
り

で
は
、
ひ
な
人
形
を
か
ざ
っ
て
楽
し
む
け
れ
ど
、
人
形
よ
り
も
、
ひ
な
あ
ら
れ
の
ほ
う
が
お
い
し

く
て
好
き
な
こ
と
。
目
で
楽
し
む
よ
り
も
、
食
べ
て
楽
し
む
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
使

う
。」 

う
ら 「
花
よ
り
だ
ん
ご
（
意
味
）
た
だ
見
た
目
が
い
い
も
の
よ
り
も
、
じ
っ
さ
い
に
役
に
立

つ
も
の
の
ほ
う
が
い
い
と
い
う
た
と
え
。（
小
学
国
語
辞
典
）
ひ
か
り
社
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ

の
手
法
は
、
こ
と
わ
ざ
を
も
じ
っ
て
、
お
も
し
ろ
可
笑
し
く
す
る
「
こ
と
わ
ざ
パ
ロ
デ
ィ
」
で
あ

る
。
比
較
構
文
の
定
型
表
現「
名
詞
Ａ〔
風
流
外
観
〕
よ
り
名
詞
Ｂ
〔
実
益
実
質
〕（
の
方
が
よ
い
。
の
方
を
尊
ぶ
。）」

に
、
季
節
の
行
事
に
定
番
の
品
目
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
う
品
目
で
も
組
み
合
わ
せ
次
第
で

同
じ
働
き
や
趣
な
ど
に
な
る
「
取
り
合
わ
せ
の
妙
」
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
児
童
は
ク
イ
ズ

感
覚
で
楽
し
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
文
部
科
学
省
教
育
課
程
部
会
教
育

課
程
企
画
特
別
部
会
「
小
学
校
段
階
に
お
け

る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て（
議
論
の
取
り
ま
と
め
）」（
平
成
28
年
6
月
）が「
自

分
が
意
図
す
る
一
連
の
活
動
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
動
き
の
組
合
せ
が
必
要
で
あ

り
、
一
つ
一
つ
の
動
き
に
対
応
し
た
記
号
を
、
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
た
ら
い
い
の
か
、
記
号

の
組
合
せ
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い
け
ば
、
よ
り
意
図
し
た
活
動
に
近
づ
く
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
を
論
理
的
に
考
え
て
い
く
力
」
と
定
義
し
た
「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
的
思
考
」
に
お
け
る
物
事

の
類
似
性
や
関
係
性
を
見
出
す
「
一
般
化
」
に
も
通
じ
、
類
推
能
力
を
高
め
る
学
習
効
果
が
期
待

さ
れ
る
。
但
し
、
品
目
が
具
体
的
で
実
利
主
義
的
な
解
釈
の
み
で
、
具
体
物
の
属
性
か
ら
物
事
の

本
質
を
修
辞
的
に
抽
象
化
し
た
教
訓
的
な
比
喩
表
現
で
は
な
い
点
を
弁
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

令
和
2
年
度
版
教
科
書
「
小
学
校
国
語 

三
下 

あ
お
ぞ
ら
」（
光
村
図
書
）
56
頁
で
は
、
単
元
名

「
つ
た
わ
る
言
葉 

こ
と
わ
ざ
・
故こ

事
成せ
い

語
」
と
な
り
、
冒
頭
で
こ
と
わ
ざ
を
集
め
て
作
っ
た
「
い

ろ
は
が
る
た
」
を
写
真
入
り
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
導
入
の
後
、
四
下
の
如
き
具
体
例
を
挙
げ
、

「
▼
次
の
こ
と
わ
ざ
の
意
味
を
、
国
語
辞
典
や
こ
と
わ
ざ
の
本
を
使
っ
て
調
べ
ま
し
ょ
う
。
こ
と

わ
ざ
の
本
で
調
べ
る
と
き
は
、
目
次
や
さ
く
い
ん
を
使
い
ま
し
ょ
う
。」
と
の
説
明
が
あ
り
、
こ

と
わ
ざ
の
特
徴
ご
と
の
分
類
よ
り
、
調
べ
学
習
の
コ
ツ
の
方
を
重
視
し
て
い
る
。
学
習
指
導
書
別

冊
に
は
「
▽
辞
典
や
書
籍
な
ど
に
よ
っ
て
、
同
じ
も
の
が
こ
と
わ
ざ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
り
、

慣
用
句
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
り
と
い
っ
た
違
い
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
二
つ
は
厳
密
に
分
類

で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も
伝
え
、
混
乱
が
な
い
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
。」
と
朱
の
注
記
が
あ

る
。
現
に
、
日
本
国
語
教
育
学
会
編
『
国
語
教
育
辞
典
』（
朝
倉
書
店 

平
成
13
年
8
月
）
は
、「
語

彙
・
語
句
の
指
導
」
の
見
出
し
項
目
の
う
ち
「
慣
用
句
」
の
下
位
に
「
慣
用
句
・
故
事
成
語
・
格
言
・

こ
と
わ
ざ
」
の
四
つ
を
分
類
し
て
い
る
（
72
頁
）。
教
科
書
は
単
元
の
最
後
に
「
書
き
ま
し
ょ
う
」

の
印
付
き
で
「
こ
と
わ
ざ
辞
典
を
作
ろ
う
」
の
言
語
活
動
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
四
年
は
個
人
的

な
取
り
組
み
だ
っ
た
が
、
三
年
は
「
グ
ル
ー
プ
で
、
自
分
た
ち
の
こ
と
わ
ざ
辞
典
を
作
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。」
に
変
わ
っ
て
い
る
。
学
年
が
下
が
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
だ
ろ
う
。
学
習
指
導
書
の
「
伝

わ
る
言
葉
」
設
定
の
趣
旨
に
は
、「
本
系
列
で
は
、
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、

故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
る
と
と
も
に
、
そ
の
豊
か
さ
に
ふ
れ
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
ね
ら

う
。
先
人
た
ち
に
よ
り
培
わ
れ
て
き
た
言
い
回
し
を
知
り
、
実
際
の
日
常
生
活
に
お
い
て
使
う
こ

と
で
、
児
童
の
言
語
生
活
を
豊
か
に
し
た
い
。」、
単
元
設
定
の
趣
旨
に
は
、「
こ
と
わ
ざ
や
故
事

成
語
を
集
め
て
辞
典
と
し
て
ま
と
め
る
活
動
を
通
し
て
、
積
極
的
に
興
味
を
も
ち
、
自
ら
の
生
活

の
中
で
使
え
る
言
葉
と
し
て
習
得
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
。」
と
あ
る
。
意
味
の
理
解
と
生
活
で
の

使
用
を
車
の
両
輪
と
し
て
学
習
を
進
め
る
指
導
事
例
と
し
て
辞
典
や
カ
ル
タ
は 

書
く 

領
域
だ
が
、

前
段
階
で
は 

読
む 

領
域
に
お
け
る
語
彙
の
蓄
積
が
肝
心
で
あ
る
。
ま
た
、「
こ
と
わ
ざ
」
は
会
話

で
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
の
で
、 

話
す
・
聞
く 

領
域
の
事
例
も
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
一
つ
に

「
こ
と
わ
ざ
ス
ト
ー
リ
ー
」（
こ
と
わ
ざ
を
題
材
に
し
た
二
人
語
り
用
シ
ョ
ー
ト
ス
ト
ー
リ
ー
）
を

台
本
と
す
る
「
二
人
語
り
発
表
会
」（
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
の
一
つ
。
二
人
の
語
り
手
が
台
本

通
り
地
の
文
章
に
台
詞
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
身
振
り
手
振
り
も
付
け
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
）
が

あ
る
。
フ
ロ
ア
の
児
童
は
聞
き
手
と
な
り
、
語
り
手
の
合
図
に
合
わ
せ
て
決
め
ら
れ
た
台
詞
を
言

っ
た
り
、
決
め
ら
れ
た
動
き
を
し
た
り
す
る
。
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
化
さ

れ
、
語
り
手
と
聞
き
手
が
一
体
化
し
て
物
語
の
世
界
は
深
ま
り
、
楽
し
さ
も
倍
増
す
る
と
の
報
告

も
あ
る
⑵
。
こ
の
よ
う
な
演
劇
的
な
疑
似
体
験
は
経
験
知
の
不
足
を
補
い
、「
こ
と
わ
ざ
」
の
知
識

を
実
際
に
活
用
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
だ
と
言
え
よ
う
。

三　

具
体
的
な
「
こ
と
わ
ざ
」
に
即
し
た
学
習
と
指
導
の
在
り
方

読
む 

領
域
で
「
こ
と
わ
ざ
」
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
規
範
と
な
る
の
は
辞
典
の
記
述
で

あ
る
が
、
教
員
が
学
習
指
導
す
る
際
に
は
、
児
童
向
き
と
教
員
向
き
を
併
用
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
語
彙
量
や
経
験
知
が
少
な
い
児
童
で
は
理
解
し
や
す
い
よ
う
実
際
に
使
わ
れ
る
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場
面
に
相
応
し
い
例
文
に
振
り
仮
名
や
挿
絵
が
入
っ
た
辞
典
が
適
当
だ
が
、
語
彙
量
や
経
験
知
の

絶
対
量
が
担
保
さ
れ
て
い
る
教
員
は
「
こ
と
わ
ざ
」
の
出
典
や
用
法
の
解
説
が
詳
し
い
辞
典
ま
で

確
認
し
て
お
く
方
が
、
歴
史
的
か
つ
社
会
的
な
背
景
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
と
し
て
「
こ
と
わ
ざ
」

を
教
え
ら
れ
、「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
辞
典
を
引
く
際
に
は
、
意
味
（
解
釈
次
第
で
意
味
が

変
わ
る
場
合
あ
り
）
と
例
文
（
場
面
を
反
映
し
た
挿

絵
入
り
の
場
合
あ
り
）
の
確
認
だ
け

で
な
く
語
彙
を
増
や
す
た
め
芋
蔓
式
に
類
義
語
と
対
義
語
も
探
す
習
慣
を
付
け
る
指
導
を
す
る
と

よ
い
だ
ろ
う
（
意
味
は
拡
張
し
て
派
生
す
る
多
義
性
を
も
つ
点
に
つ
い
て
、
身
体
部
位
の
一
つ
で
あ
る
「
口
」
が

「
口
が
達
者
→
話
す
能
力
が
優
れ
て
い
る
」
等
に
な
る
と
例
示
す
れ
ば
、
効
果
的
だ
と
思
わ
れ
る
）。

い
ま
試
み
に
、
数
多
の
「
こ
と
わ
ざ
」
の
中
か
ら
認
知
度
と
汎
用
性
が
最
も
高
い
「
石
の
上
に

も
三
年
」「
石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
」「
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
」
の
三
例
を
各
々
、
学
習
や
生

活
の
指
針
と
な
る
三
つ
の
価
値
観
の
代
表
と
し
て
配
当
し
、
指
導
の
在
り
方
を
模
索
し
て
み
た

い
。
児
童
向
き
辞
典
は
次
の 

甲 

か
ら
、
教
員
向
き
辞
典
は
次
の 

乙 

か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

甲 

川
嶋
優
編
『
例
解
小
学
こ
と
わ
ざ
辞
典
』（
三
省
堂 

平
成
21
年
12
月
）

乙 

北
村
孝
一
監
修
『
故
事
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典 
第
二
版
』（
小
学
館 

平
成
24
年
年
2
月
）

Ａ 

努
力
と
忍
耐
の
代
表
「
石
の
上
に
も
三
年
」（
述
部
動
詞
を
省
略
し
た
体
言
止
め
表
現
）

甲 

意
味 

冷つ
め

た
い
石い
し

の
上う
え

に
も
三さ
ん

年ね
ん

座す
わ

り
続つ
づ

け
て
い
れ
ば
、
石い
し

も
温あ
た
たま

っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

で
、
が
ま
ん
強づ
よ

く
努ど

力り
ょ
くを
続つ
づ

け
れ
ば
、
必か
な
らず
う
ま
く
い
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
教お
し

え
。 

例 

石
の

上
に
も
三
年
、
や
っ
と
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
座ざ

を
つ
か
ん
だ
。

乙 

＊
俳
諧
・
毛
吹
草
（1638

）
二
「
い
し
の
う
へ
に
も
三
年
ゐ
れ
ば
あ
た
た
ま
る
」
＊
浮
世
草
子
・

西
鶴
織
留
（1694

）「
商
人
あ
き
ん
ど
、
職
人
に
よ
ら
ず
、
住
み
な
れ
た
る
所
を
替
か
ゆ
る
事
な
か
れ
。

石
イ
シ
の
上
に
も
三
年
と
俗
言
ぞ
く
ご

に
伝
へ
し
」
＊
諺
苑
（1797

）「
石
の
上
に
も
三
年 
堪
し
の
ぶ

べ
き
の
喩
な
り
」
＊
猿
飛
佐
助
（1948

）〈
織
田
作
之
助
〉
水
遁
巻
「
石
川
や
浜
の
真
砂
の
数
あ

れ
ど
、
石
の
上
に
も
三
年
の
伊
賀
で
覚
え
し
忍
術
を
、
い
ざ
鎌
倉
の
そ
の
時
に
」
補
説 

石
は
冷

た
い
も
の
で
、
す
わ
っ
て
か
ら
長
時
間
が
過
ぎ
れ
ば
よ
う
や
く
温
ま
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
原
義

だ
が
、
近
年
は
、
す
わ
る
の
に
は
つ
ら
い
石
で
あ
っ
て
も
、
長
く
が
ま
ん
し
て
い
れ
ば
慣
れ
る
と

い
う
解
釈
を
す
る
人
も
少
な
く
な
い
。
な
お
、「
三
」
は
象
徴
的
な
数
で
、
少
な
い
も
の
に
も
多

い
も
の
に
も
使
わ
れ
る
が
、
区
切
り
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
「
三
年
」
も
厳
密

な
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
環
境
や
仕
事
に
慣
れ
、
ゆ
と
り
の
出
て
く
る
時
期
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。

Ｂ 

成
功
と
失
敗
の
代
表
「
石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
」（
移
動
動
詞
「
渡
る
」
を
用
い
た
表
現
）

甲 

意
味  

石い
し

で
で
き
た
が
ん
じ
ょ
う
な
橋は
し

を
、
安あ
ん

全ぜ
ん

を
確た
し

か
め
な
が
ら
渡わ
た

る
と
い
う
意い

味み

で
、

用よ
う

心じ
ん

に
用よ
う

心じ
ん

を
重か
さ

ね
て
行お
こ
なう
こ
と
の
た
と
え
。
例 

石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
よ
う
な
社し
ゃ

長ち
ょ
うだ
か
ら
、

会か
い

社し
ゃ

が
大お
お

き
な
損そ
ん

害が
い

を
被こ
う
むる
心し
ん

配ぱ
い

は
な
い
。
参
考 

用よ
う

心じ
ん

し
過す

ぎ
る
人ひ
と

に
対た
い

し
て
、
皮ひ

肉に
く

っ
て
使つ
か

う
場ば

合あ
い

も
あ
る
。
類 

念ね
ん

に
は
念ね
ん

を
入い

れ
る
。
浅あ
さ

い
川か
わ

も
深ふ
か

く
渡わ
た

れ
。
対 

危あ
ぶ

な
い
橋は
し

を
渡わ
た

る
。

乙 

＊
譬
喩
尽
（1786

）「
石
橋
イ
シ

バ
シ
を
叩
タ
タ
ひ
て
渉
ワ
タ
る
」
＊
歌
舞
伎
・
五
大
恋
緘
（1793

）「
石

橋
イ
シ
バ
シ
を
叩
タ
タ
い
て
渉
ワ
タ
る
よ
り
丈
夫
さ
う
な
事
ぢ
ゃ
」
＊
国
民
の
品
位
（1878

～91

）「
石
橋

を
た
た
い
て
渡
る
」
＊
社
会
百
面
相
（1902

）〈
内
田
魯
庵
〉
投
機
・
七
「
お
父
さ
ん
は
極
ご
く
堅

い
の
が
お
好
き
で
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
方
だ
か
ら
」
＊
一
商
人
と
し
て
（1938

）〈
相
馬
愛
蔵
〉

序
言
「
も
し
中
村
屋
の
商
売
の
仕
方
に
何
か
こ
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皆
素

人
と
し
て
の
自
分
の
創
意
で
、
何
処
ま
で
も
石
橋
を
叩
い
て
渡
る
流
儀
で
あ
り
」
＊
二
流
の
人

（1947

）〈
坂
口
安
吾
〉「
し
く
じ
る
時
は
ど
う
石
橋
を
叩
い
て
み
て
も
し
く
じ
る
も
の
で
ご
ざ
ら

う
て
」

Ｃ 

幸
運
と
不
運
の
代
表
「
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
」（
観
察
的
事
象
に
基
づ
く
条
件
表
現
）

甲 

意
味 

❶
で
し
ゃ
ば
る
と
、
思お
も

わ
ぬ
災さ
い

難な
ん

に
遭あ

う
か
ら
、
じ
っ
と
し
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
い

う
い
ま
し
め
。 

例 

君き
み

は
何な
ん

に
で
も
首く
び

を
突つ

っ
込こ

ん
で
言い

い
た
い
こ
と
を
言い

う
か
ら
、
人ひ
と

に
う
ら

ま
れ
る
の
だ
よ
。
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
だ
。
少す
こ

し
は
静し
ず

か
に
お
と
な
し
く
し
て
い
な
よ
。
❷

動う
ご

き
回ま
わ

っ
て
い
る
と
、
意い

外が
い

な
幸こ
う

運う
ん

に
出で

会あ

う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
た
と
え
。 

例 

自じ

分ぶ
ん

の
部へ

屋や

に
閉と

じ
こ
も
っ
て
い
な
い
で
、
た
ま
に
は
外が
い

出し
ゅ
つし

て
ご
ら
ん
。
犬
も
歩
け
ば
棒
に
当
た
る
で
、
き

っ
と
い
い
こ
と
に
巡め
ぐ

り
合あ

え
る
よ
。
参
考 

犬い
ぬ

が
ふ
ら
ふ
ら
出で

歩あ
る

く
と
棒ぼ
う

で
打う

た
れ
る
と
い
う
こ

と
か
ら
。
も
と
は
❶
の
意い

味み

だ
っ
た
が
、
現げ
ん

在ざ
い

で
は
、
❶
❷
の
両
り
ょ
う

方ほ
う

の
意い

味み

で
使
わ
れ
て
い
る
。

「
い
ろ
は
ガ
ル
タ
」
に
あ
る
。

乙 

＊
浄
瑠
璃
・
賀
古
教
信
七
墓
廻
（1714

頃
）
三
「
犬
も
あ
る
け
ば
防
風
の
刺
身
の
け
ん
に
ょ

も
な
い
仕
合
せ
」
＊
浄
瑠
璃
・
鑓
の
権
三
重
帷
子
（1717

）
上
「
わ
し
は
戌
で
長
六
十
。
う
ろ
た

へ
あ
る
い
て
、
棒
に
あ
は
ぬ
さ
き
に
、
な
が
ぼ
へ
せ
ず
と
ゐ
に
ま
し
ょ
と
」
＊
浄
瑠
璃
・
蛭
小
島

武
勇
問
答
（1758

）
三
「
じ
た
い
名
が
気
に
い
ら
ぬ
、
犬
様
の
、
イ
ヤ
犬
房
様
の
と
、
犬
も
歩
け

ば
棒
に
あ
ふ
」
＊
諺
苑
（1797

）「
狗
も
あ
る
け
は
棒
に
あ
た
る　

か
せ
い
て
事
を
す
る
者
は
禍

に
遭
こ
と
あ
り
と
の
喩
な
り　

犬
の
あ
る
け
ば
棒
に
あ
ふ
と
云
ふ　

一
説
に
は
存
じ
よ
ら
す
よ
い

め
に
逢
た
る
こ
と
に
も
用
る
こ
と
わ
ざ
な
り
」
＊
い
ろ
は
短
歌
お
伽
話
（1900

）〈
福
田
琴
月
〉
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六

一
「
犬
も
あ
る
け
ば
棒
に
あ
た
る　

つ
ま
ら
な
い
身
分
で
も
、
正
直
に
働
き
さ
へ
す
れ
ば
、
い
つ

し
か
思
は
ぬ
、
好
い
運
が
授
か
り
ま
す
」
＊
東
西
伊
呂
波
短
歌
評
釈
（1900

）〈
幸
田
露
伴
〉「
犬

イ
ヌ
も
歩
ア
ル
け
ば
棒
ボ
ウ
に
あ
た
る
〈
略
〉
事
を
為
す
も
の
は
思
は
ぬ
災
を
受
く
る
こ
と
あ
り
と
い

ふ
意
、
又
は
其
の
反
対
に
、
才
無
き
者
も
能
く
勤
む
れ
ば
、
幸
を
得
る
こ
と
有
り
と
い
ふ
の
意
」

補
説  

幸
運
説
と
不
運
説
の
相
反
す
る
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
が
、
用
例
は
圧
倒
的
に
前
者
が
多

い
。
通
常
の
語
法
で
は
後
者
の
解
釈
に
な
る
が
、
文
全
体
を
逆
接
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
前
者
の

解
釈
が
可
能
と
な
る
。
比
喩
と
し
て
「
犬
」
は
身
分
の
低
い
者
を
さ
す
か
ら
、
自
ら
こ
の
表
現
を

肯
定
的
に
使
う
場
合
は
、
深
層
で
か
な
り
屈
折
し
た
心
理
が
働
く
こ
と
に
な
る
。
斜
に
か
ま
え
、

ひ
ね
り
を
利
か
せ
た
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
言
語
感
覚
は
江
戸
っ
子
の
粋
に
通
じ
る
も

の
で
、
し
か
も
、
現
実
の
場
面
で
自
己
に
不
利
に
な
っ
た
と
き
に
は
、「
鑓
の
権
三
重
帷
子
」
の

よ
う
に
不
運
説
の
字
義
ど
お
り
の
表
層
的
な
解
釈
に
逃
げ
込
み
、
自
己
防
衛
を
は
か
る
こ
と
も
で

き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

Ａ
と
Ｂ
は
、「
冷
た
い
」「
硬
い
」
と
い
っ
た
「
石
」
の
属
性
を
利
用
し
た
比
喩
で
あ
る
。
Ａ
は
、

江
戸
初
期
の
「
い
し
の
う
へ
に
も
三
年
ゐ
れ
ば
あ
た
た
ま
る
」
の
例
文
か
ら
は
「
冷
た
い
」
の
属

性
が
原
義
だ
と
理
解
で
き
る
が
、「
石
の
上
に
も
三
年
」
の
体
言
止
め
表
現
か
ら
は
、「
硬
さ
に
慣

れ
る
」
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。
教
員
な
ら
ば
禅
宗
の
開
祖
で
あ
る
達
磨
大
師
が
石
の
上
で
座

禅
し
て
い
る
逸
話
か
ら
そ
の
姿
を
想
像
し
て
「
努
力
・
忍
耐
・
我
慢
・
辛
抱
」
と
い
っ
た
抽
象
概

念
を
認
識
で
き
る
が
、
児
童
に
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
故
に
、
児
童
が
生
活
に
関
連
し
た
習
い
事
や

ス
ポ
ー
ツ
の
技
能
を
身
に
付
け
る
等
、
現
実
的
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
例
文
の
方
が
親

し
み
易
い
。「
継
続
」
の
概
念
も
加
え
る
な
ら
、
人
為
で
は
な
く
自
然
現
象
の
類
義
表
現
と
し
て

「
雨あ
ま

垂だ

れ
石い
し

を
穿う
が

つ
」
を
紹
介
す
る
の
も
効
果
的
だ
ろ
う
。
Ｂ
は
、
乙 

の
例
文
か
ら
、
多
く
経
営

や
商
売
に
関
す
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
気
づ
か
せ
、
類
義
表
現
と
し
て
「
転こ
ろ

ば
ぬ
先さ
き

の

杖つ
え

（
を
突つ

く
）」
を
紹
介
し
、
何
事
も
用
心
深
い
の
は
結
構
だ
が
、
用
心
し
過
ぎ
て
物
事
が
捗
ら

な
い
タ
イ
プ
の
児
童
に
は
「
案
ず
る
よ
り
産
む
が
易
し
」
を
紹
介
し
、「
悩
む
よ
り
思
い
切
っ
て

や
っ
て
み
る
と
案
外
に
う
ま
く
い
く
も
の
だ
」
と
い
う
経
験
知
を
教
え
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

Ｃ
は
、
野
生
の
狼
を
起
源
と
し
旧
石
器
時
代
以
来
、
人
間
の
生
活
に
役
立
つ
家
畜
か
ら
ペ
ッ
ト

と
な
っ
た
「
犬
」
の
属
性
を
利
用
し
た
比
喩
で
あ
る
。
身
近
な
動
物
と
し
て
家
庭
で
飼
い
日
常
的

に
触
れ
合
っ
て
い
る
児
童
も
多
い
。
生
物
的
に
人
間
よ
り
も
嗅
覚
と
聴
覚
が
鋭
く
警
戒
心
が
強
い

犬
だ
が
視
力
は
弱
い
の
で
、
敵
意
な
く
存
在
す
る
棒
だ
と
偶
然
ぶ
つ
か
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の

様
子
を
観
察
し
た
庶
民
の
経
験
知
か
ら
生
ま
れ
た
諺
だ
ろ
う
が
、
社
会
的
に
士
農
工
商
の
階
級
が

あ
っ
た
江
戸
時
代
に
は
「
身
分
の
低
い
者
」
と
い
っ
た
卑
下
す
る
深
層
心
理
も
働
い
た
だ
ろ
う
。

三
味
線
を
伴
奏
と
す
る
語
り
物
音
楽
の
一
種
で
あ
る
浄
瑠
璃
の
出
典
か
ら
教
師
は
歴
史
的
背
景
を

踏
ま
え
た
指
導
を
す
れ
ば
、
児
童
は
「
江
戸
時
代
の
伝
統
芸
能
に
お
け
る
諺
」「
文
脈
の
解
釈
次

第
で
真
逆
の
意
味
と
な
る
場
合
が
あ
る
」
等
に
気
づ
き
言
語
感
覚
が
磨
か
れ
、「
主
体
的
・
対
話

的
で
深
い
学
び
」
を
実
現
で
き
る
と
考
え
る
。
幸
福
と
不
幸
の
具
体
例
を
考
え
る
発
問
も
有
効
で
、

「
餌
が
貰
え
る
」（
愛
護
）
や
「
棒
で
打
た
れ
る
」（
虐
待
）
等
の
回
答
が
出
れ
ば
面
白
く
、
前
掲
「
こ

と
わ
ざ
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
仕
立
て
て
場
面
を
再
現
す
れ
ば
「
こ
と
わ
ざ
」
の
実
態
に
迫
れ
る
。
語

彙
指
導
の
改
善
・
充
実
へ
の
発
展
学
習
と
し
て
は
、「
禍か

福ふ
く

は
糾あ
ざ
なえ
る
縄な
わ

の
如ご
と

し
」「
人に
ん

間げ
ん

万ば
ん

事じ

塞さ
い

翁お
う

が
馬う
ま

」
等
の
両
義
性
を
も
つ
故
事
成
語
の
紹
介
や
、
擬
人
的
な
動
物
を
題
材
に
し
た
諺
「
借か

り

て
き
た
猫ね
こ

」「
張は

り
子こ

の
虎と
ら

」「
猿さ
る

も
木き

か
ら
落お

ち
る
」
等
を
探
す
授
業
が
有
効
だ
ろ
う
。
例
文
出

典
の
一
つ
で
あ
る
江
戸
時
代
の
国
語
辞
書
『
諺げ
ん

苑え
ん

』⑶
に
つ
い
て
も
触
れ
れ
ば
、
国
語
辞
典
編
纂
へ

の
興
味
も
湧
き
、
言
葉
を
収
集
し
て
分
類
す
る
労
力
と
工
夫
の
一
端
を
知
れ
よ
う
。

四　

今
後
の
課
題
と
展
望

甲 

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
「
悪あ
く

女じ
ょ

の
深ふ
か

情な
さ

け
」
等
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
社
会
的
・

文
化
的
性
差
）
に
関
わ
る

の
で
、
用
例
と
し
て
取
り
扱
う
際
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、

国
際
社
会
で
活
躍
で
き
る
人
材
を
育
成
す
る
目
的
で
英
語
が
小
学
校
か
ら
必
修
化
さ
れ
た
の
で
、

「T
he dog trots about finds a bone

」(

歩
き
回
る
犬
は
骨
を
見
つ
け
る)

等
、
類
似
の
意
味
を

も
つ
英
語
の
表
現
も
併
せ
て
学
習
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

　

 

注⑴  
中
島
平
三
編
『
こ
と
ば
の
お
も
し
ろ
事
典
』（
朝
倉
書
店 

平
成
28
年
4
月
）
Ⅰ
部 

こ
と
ば
を
身
近

に
感
じ
る 

第
Ⅰ
章 

日
本
の
こ
と
わ
ざ
の
真
髄
は
、
い
ろ
は
カ
ル
タ
！ 

時
田
昌
瑞
執
筆 

3
頁

⑵  

花
田
修
一
監
修
・
編
著

千
葉
一
成
編
集
協
力『
伝
統
的
な
言
語
文
化
の

学
習
指
導
事
例
集
２  

こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
・
慣
用
句
を
中
心
と
し
た
学
習
指
導
事
例
集
』

（
明
治
図
書 
平
成
23
年
11
月
）
第
2
章
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
指
導
の
実
際 

第
1
節
「
こ

と
わ
ざ
」
を
中
心
と
し
た
学
習
指
導
1
「
石
の
上
に
も
三
年
」
な
ど 

加
藤
一
樹
執
筆
44
頁
～
48
頁
。

⑶  

諺
苑
（
古
典
覆
刊
第
一
）
太
田
全
斎
著 

藤
井
乙
男
解
説 

富
永
牧
太
校
訂 

養
徳
社 

昭
和
19
年 

（
デ

ジ
タ
ル
化
出
版
者 

国
立
図
書
館 

平
成
22
年
）、
藤
井
乙
男
解
説
「
諺
苑
か
ら
俚
言
集
覽
へ
」
を
参
照
。
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