
は
じ
め
に
⒡
⒢
日
本
語
の
酸
素
不
足

「
国
語
」
を
作
る

　
百
年
と
少
し
前
、
日
本
は
近
代
的
な
国
に
ふ
さ
わ
し
い
設し
つ
らえ
を
し
よ
う
と
、「
国
語
」
と
い
う
名
の
国
家

標
準
語
を
持
と
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
成
立
過
程
は
、
有
力
な
一
方
言
⒡
⒢
た
と
え
ば
長
く
都
が
あ

っ
た
京
都
の
方
言
の
よ
う
な
⒡
⒢
が
自
然
の
成
り
行
き
で
全
国
で
通
用
す
る
「
共
通
語
」
に
昇
格
す
る
と
い

っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
国
語
」
の
制
定
に
向
け
て
、
た
と
え
ば
「
国
語
調
査
委
員
会
」
と
い
う
機
関

が
国
会(

帝
国
議
会)

に
置
か
れ
た
の
は
、
も
う
二
棚
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
一
九
棚
二(

明
治
三
五)

年
の
こ

と
だ
っ
た
。
明
治
と
い
う
新
時
代
を
画
し
て
「
国
語
」
を
ⅻ
と
い
う
話
に
し
て
は
遅
す
ぎ
る
こ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
は
、
む
し
ろ
日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
の
間
の
時
期
と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
日
本
が
中
国
や
ロ
シ

ア
と
国
家
間
の
戦
争
を
す
る
と
い
う
一
大
事
と
、
日
本
と
い
う
国
が
「
国
語
」
つ
ま
り
国
家
と
し
て
の
標
準

語
を
持
つ
と
い
う
動
き
が
、
時
を
重
ね
る
よ
う
に
起
こ
っ
て
い
た
。
標
準
語
が
い
か
に
「
国
」
を
意
識
し
て

作
ら
れ
た
か
と
い
う
事
情
が
よ
く
見
え
る
。

　
標
準
語
に
つ
い
て
も
う
一
つ
。
標
準
語
を
作
ろ
う
と
考
え
る
に
は
、
い
わ
ば
前
提
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

江
戸
時
代
ま
で
の
よ
う
な
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
が
大
き
く
違
う
状
態
で
は
な
く
、
話
し
言
葉
を
紙
に
書
い

はじめに
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た
ら
書
き
言
葉
に
な
る
と
言
え
る
ほ
ど
に
、
両
者
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

「
言
文
一
致
」
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
そ
れ
だ
が
、
話
し
言
葉(

「
言
」)

と
書
き
言
葉(

「
文
」)

に
つ
い
て
の
現

代
の
私
た
ち
に
は
当
然
と
思
え
る
関
係
が
、
た
か
だ
か
百
年
前
に
は
少
し
も
当
た
り
前
で
は
な
か
っ
た
。
話

し
言
葉
は
各
人
の
出
身
地
ご
と
の
方
言
だ
が
、
江
戸
時
代
に
全
国
共
通
語
は
な
く
自
由
な
交
通
も
許
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
、
た
と
え
ば
遠
く
離
れ
た
藩
の
人
同
士
が
各
々
自
分
の
言
葉
で
話
し
た
ら
、
外
国
語
並
み

に
ほ
と
ん
ど
通
じ
な
か
っ
た
。
一
方
、
書
き
言
葉
に
は
、
文
末
や
句
末
に
「
候

そ
う
ろ
う」
と
い
う
言
葉
を
置
い
て

い
く
「
候
文
」
と
呼
ば
れ
る
文
体
が
、
公
式
文
書
を
は
じ
め
日
常
の
書
状
な
ど
に
も
広
く
使
わ
れ
て
い
た
。

話
し
言
葉
の
通
じ
な
さ
を
書
き
言
葉
が
補
う
関
係
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　
こ
う
し
た
言
文
一
致
と
標
準
語
を
め
ぐ
る
事
情
は
、
そ
の
後
の
百
年
間
を
考
え
る
上
で
大
き
な
示
唆
と
な

る
。
明
治
時
代
に
新
生
日
本
を
作
ろ
う
と
し
た
人
び
と
が
必
要
と
考
え
た
の
は
、
そ
の
ま
ま
書
き
言
葉
に
な

る
よ
う
な
話
し
言
葉
、
つ
ま
り
は
㍎
書
け
る
話
し
言
葉
㌢
だ
っ
た
。
裏
返
し
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
言
葉

を
新
た
に
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
、
そ
れ
ま
で
の
話
し
言
葉
が
そ
の
ま
ま
で
は
書
け

な
い(

と
考
え
ら
れ
た)

こ
と
を
意
味
す
る
⒡
⒢
だ
が
、
こ
の
事
情
は
と
て
も
わ
か
り
に
く
く
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
　
文
字
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し(

も
ち
ろ
ん
漢
字
も
ひ
ら
が
な
も
カ
タ
カ
ナ
も
あ
っ
た)

、
互
い

に
通
じ
に
く
い
と
は
い
え
、
諸
国
方
言
は
現
に
人
び
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
担
っ
て
い
た
。
そ
れ
を

㍎
書
け
な
い
㌢
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
？
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話
し
言
葉
は
空
気
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
、
と
言
っ
た
ら
少
し
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
昔

に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
今
の
私
た
ち
だ
っ
て
、
家
族
や
友
だ
ち
と
話
し
て
い
る
実
際
の
言
葉
を
す
べ

て
そ
の
ま
ま
に
書
き
取
っ
た
ら
、
崩
れ
た
部
分
や
不
完
全
な
部
分
、
無
駄
な
部
分
が
多
す
ぎ
て
、
と
て
も
普

通
に
読
め
る
感
じ
が
し
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
書
く
と
い
う
の
は
た
だ
の
転
写
や
音
写
に
は
な
い
何
か
を

残
す
こ
と
で
あ
り
、
空
気
の
よ
う
な
言
葉
を
そ
の
ま
ま
転
写
し
た
だ
け
で
は
言
葉
は
そ
こ
に
定
着
さ
れ
な
い
。

書
き
言
葉
は
、
意
味
を
そ
こ
に
印
づ
け
る
こ
と
が
価
値
な
の
だ
。
人
び
と
は
言
葉
の
音
を
読
む
の
で
は
な
く
、

意
味
の
印
を
読
む
。

　
標
準
語
は
書
き
言
葉
で
は
な
い
。
言
文
一
致
な
の
だ
か
ら
、
話
し
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
書
き
言
葉
で
あ

り
、
書
き
言
葉
で
あ
る
と
同
時
に
話
し
言
葉
で
も
あ
る
よ
う
な
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
こ
そ
、

話
し
言
葉
の
中
に
意
味
が
印
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
も
解
消
さ
れ
る
。

そ
れ
は
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
に
な
る
は
ず
だ
⒡
⒢
ど
こ
の
方
言
で
も
な
い
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
た
「
標
準
語
」
は
そ
う
い
う
理
念
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
理
念
は
あ
ま
り
に
美
し
く
、

そ
れ
を
現
実
の
も
の
と
す
る
に
は
初
め
か
ら
少
し
重
す
ぎ
る
期
待
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
？
　
現
に
ど
こ
か

の
方
言
で
あ
る
言
葉
に
は
標
準
語
に
な
る
資
格
が
な
い
の
だ
と
し
た
ら(

本
当
に
そ
う
な
の
か
ど
う
か
は
別

と
し
て)

、
来
た
る
べ
き
標
準
語
は
や
は
り
㍎
ど
こ
に
も
な
い
も
の
㌢
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
し
か
な
く
、

話
せ
ば
そ
こ
に
意
味
が
印
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
理
念
も
、「
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
よ

はじめに
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り
も
「
理
想
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
方
が
実
際
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

安
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
こ
う
し
た
角
度
か
ら
標
準
語
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
書
を
書
こ
う
と
思
っ
た
き
っ
か
け

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
観
点
が
い
く
つ
か
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
印
に
は
形
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
形
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
に
実
質
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

違
う
。
支
離
滅
裂
の
よ
う
な
会
話
を
す
る
二
人
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
質
は
ち
ゃ
ん
と
交
わ
す

こ
と
が
で
き
る
⒡
⒢
東
海
道
を
旅
す
る
弥
次
さ
ん
と
喜
多
さ
ん
の
会
話
は
だ
か
ら
可お

笑か

し
い
。
け
れ
ど
も
、

標
準
語
が
欲
し
い
の
は
、
そ
ん
な
気
心
の
知
れ
た
二
人
の
言
葉
の
実
質
よ
り
、
誰
が
見
て
も(

聞
い
て
も)

そ

れ
と
わ
か
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
な
の
だ
。

　
そ
う
し
た
形
へ
の
関
心
は
、
た
と
え
ば
印
と
し
て
の
あ
い
さ
つ
を
発
達
さ
せ
た
。「
お
は
よ
う
」「
お
や
す

み
」「
行
っ
て
き
ま
す
」「
た
だ
い
ま
」「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」「
こ
ん
に
ち
は
」「
さ
よ
う
な

ら
」
等
々
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
誰
が
・
誰
に
と
い
う
条
件
に
あ
ま
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
使
わ
れ
る
こ
れ

ら
の
あ
い
さ
つ
言
葉
は
、
口
に
す
る
た
び
に
あ
い
さ
つ
と
い
う
㍎
ハ
ン
コ
㌢
を
押
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ

が
、
こ
れ
が
け
っ
し
て
言
語
の
普
遍
現
象
で
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
気
づ
か
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
「
印
」
は
、
英
語
で
言
え
ばtoken

が
最
も
近
い
だ
ろ
う
か
、token

は
「
名
目
」
と
も
訳
す
こ
と
が
で
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き
る
。
そ
し
て
、
標
準
語
の
定
着
と
と
も
に
、
形
は
型
と
な
っ
た
。

　
あ
い
さ
つ
と
は
言
葉
で
す
る
行
為(

言
語
行
為)

の
一
つ
だ
が
、
伝
達
の
た
め
の
言
葉
に
関
し
て
も
、
日
本

語
は
、
形
式
の
言
葉
を
発
達
さ
せ
る
一
方
、
実
質
の
言
葉
に
は
あ
ま
り
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に

見
え
る
。
形
式
の
言
葉
の
最
た
る
も
の
は
、
対
人
関
係
の
構
え
を
表
す
専
門
の
言
葉
「
敬
語
」
で
あ
る
。
敬

語
は
人
間
関
係
の
細
や
か
さ
の
反
映
だ
と
い
っ
た
言
い
方
を
く
り
か
え
し
聞
か
さ
れ
る
が
、
少
し
違
っ
た
見

方
を
す
れ
ば
敬
語
の
働
き
も
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
見
え
る
。
敬
語
は
ほ
か
に
働
き
が
な
い
た
め
、
使
わ
れ
た
ら

と
て
も
目
立
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
敬
語
と
い
う
印
が
付
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
誰
か
ら
見
て
誰

が
上
の
人
か
、
あ
る
い
は
誰
が
よ
そ
の
人
で
誰
が
う
ち
の
人
か
と
い
っ
た
序
列
の
よ
う
な
人
間
関
係
が
一
目

瞭
然
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
道
具
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
質
以
前
の
㍎
物
言
う
構
え
㌢
を
表
し
伝
え

る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
ま
で
の
身
分
社
会
の
中
で
敬
語
が
発
達
し
て
き
た
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
る
。

　
だ
が
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
身
分
社
会
が
な
く
な
っ
た(

表
向
き
と
い
う
限
定
付
き
だ
が)

明
治
以
降
で
も
、

さ
ら
に
は
戦
後
と
い
う
時
代
の
民
主
主
義
社
会
で
な
お
、
敬
語
が
依
然
と
し
て
価
値
を
認
め
ら
れ
、
人
び
と

が
大
事
な
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
敬
語
と
は
、
相
手
に
対
し
て
い
か
に
し
て
失

礼
の
な
い
よ
う
に
丁
重
に
ふ
る
ま
う
か
に
関
わ
る
道
具
だ
が
、
人
間
関
係
の
持
ち
方
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と

対
に
な
る
あ
り
方
と
し
て
、
い
か
に
し
て
上
手
に
人
と
仲
良
く
な
る
か
、
上
手
く
友
だ
ち
を
作
る
か
と
い
う

動
機
が
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
だ
が
、
日
本
で
教
育
を
受
け
た
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
敬
語
の

はじめに
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使
い
方
に
つ
い
て
は
そ
れ
な
り
に
詳
し
く
教
わ
る
の
に
対
し
て
、
上
手
な
友
だ
ち
の
作
り
方
に
つ
い
て
教
わ

る
公
的
な
機
会
は
ま
ず
な
い
。
そ
の
よ
う
に
日
本
語
は
、
敬
語
と
い
う
㍎
敬
し
て
避
け
る
㌢
言
葉
を
発
達
さ

せ
て
き
た
一
方
で
、
近
し
い
距
離
感
の
中
で
の
㍎
親
し
く
交
わ
る
㌢
言
葉
を
発
達
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
明
治
後
期
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
標
準
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
印
と
し
て

の
あ
い
さ
つ
や
敬
語
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
型
を
発
展
さ
せ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
印
づ
け
ら
れ
る
べ
き
意
味

が
目
に
見
え
る
形
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
話
す
側
も
聞
く
側
も
、
そ
れ
を
確
認
し
て
い
れ
ば
、
伝
え
る
べ
き

こ
と
が
伝
わ
る(

伝
わ
っ
た)
は
ず
と
の
安
心
感
を
抱
け
る
こ
と
で
あ
る
。「
い
た
だ
き
ま
す
」
や
「
ご
ち
そ

う
さ
ま
」
は
、
言
わ
な
け
れ
ば
冉
ら
れ
る
が
、
言
っ
て
お
け
ば
冉
ら
れ
ず
に
す
む
だ
ろ
う
。
敬
語
も
、
使
わ

な
け
れ
ば
礼
儀
知
ら
ず
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
使
っ
て
お
け
ば
間
違
え
て
も
あ
ま
り
批
難
は
さ
れ

な
い
。
ど
ち
ら
も
、
言
っ
て
お
け
ば
㍎
安
心
㌢
と
い
う
効
果
が
共
通
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
型
は
、
同
じ
く
明
治
時
代
か
ら
盛
ん
に
広
め
ら
れ
た
日
常
生
活
の
「
作
法
」
も
ま
た
型
に
忠
実
で

あ
る
こ
と
と
よ
く
似
て
い
る
。

　
さ
ら
に
は
、
型
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
行
為
全
般
に
及
ん
で
発
達
し
た
。
た
と
え
ば
何
か
を
謝
罪
す
る
よ
う

な
場
面
で
、
型
通
り
の
謝
罪
と
い
う
も
の
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
謝
罪
す
る
側
も
さ
れ
る
側

も
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
れ
ば
と
り
あ
え
ず
間
違
い
は
な
い
と
い
う
感
覚
の
中
で
、
型
が
く
り
か
え
さ
れ
一
層
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強
固
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
⒡
⒢
企
業
や
官
庁
の
謝
罪
会
見
と
い
う
も
の
が
、
し
ば
し
ば
実
質
を
欠
い
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紋
切
り
型
の
同
じ
パ
タ
ー
ン
が
く
り
か
え
さ
れ
る
の
は
、
実
質
よ
り

も
形
の
㍎
安
心
㌢
が
手
放
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
安
心
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
安
心
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
裏
側
で
は
そ
の
ま
ま
デ
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
。
メ
リ
ッ
ト
は
、
実
質
以
前

に
と
に
か
く
㍎
言
っ
た
こ
と
に
な
る
㌢
と
い
う
安
心
だ
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
実
質
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
謝
罪
会
見
は
、
い
ざ
実
質
を
指
摘
さ
れ
る
や
答
え
は
し
ば
し
ば
答
え
に
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
強
い

批
判
を
呼
び
か
ね
な
い
。
実
質
の
言
葉
は
中
身
次
第
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
相
手
の
出
方
次
第
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
交
渉
の
言
葉
で
も
あ
っ
て
、
相
手
と
の
や
り
と
り
、
と
き
に
駆
け
引
き
の
中
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
り
な

が
ら
切
っ
て
み
る
カ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
や
り
と
り
し
て

い
る
相
手
の
出
方
に
対
す
る
信
頼
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
上
で
作
り
上
げ
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
、
社
会

心
理
学
者
山
岸
俊
男
の
「
安
心
」
と
「
信
頼
」
と
い
う
対
比
に
倣
っ
て
、「
信
頼
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ⅵ安
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
「
信
頼
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
ど
の
文
化
に
も
多
か
れ

少
な
か
れ
見
ら
れ
る
二
つ
の
タ
イ
プ
だ
と
言
え
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
、
日
本
と
歴
史
的
に
多
く
の
文
化
的

特
徴
を
共
有
す
る
中
国
や
韓
国
と
い
っ
た
近
隣
の
言
語
を
比
べ
て
み
た
と
き
、
似
て
い
て
い
い
は
ず
に
思
え

はじめに
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る
多
く
の
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
標
準
語
以
前
の
日
本
語
を
垣
間
見

て
も
、
人
び
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
表
情
を
見
せ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
標

準
語
が
作
り
出
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
型
は
、
日
本
語
を
「
安
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
強

く
傾
け
た
。

三
つ
の
五
棚
年

　
い
ま
の
日
本
で
、「
日
本
の
文
化
は
あ
い
さ
つ
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
考
え
を(

肯
定
す
る
に
せ
よ
し
な

い
に
せ
よ)

知
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
の
あ
い
さ
つ
文
化
と
聞
け
ば
、「
日
本
古
来
の
」
と
か

「
日
本
の
伝
統
的
な
」
と
い
う
修
飾
語
を
付
け
た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
武

士
や
貴
族(

武
家
や
公
家)

に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
立
ち
居
ふ
る
ま
い
の
作
法
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
後
世
に
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
一
般
庶
民
の
暮
ら
し
の
中
で
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
あ
い
さ
つ
が
広
ま
っ

た
の
は
、
明
治
〜
大
正
時
代
に
「
礼
法
」
と
い
う
作
法
の
一
部
と
し
て
流
布
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

言
葉
に
お
け
る
標
準
語
と
ふ
る
ま
い
に
お
け
る
礼
法
が
、
い
ま
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
日
本
の
あ
い
さ
つ
文

化
の
担
い
手
だ
っ
た
。
西
洋
の
文
明
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
べ
く
、
一
般
庶
民
の
立
ち
居
ふ
る
ま
い
の
水

準
を
㍎
底
上
げ
㌢
し
、
学
校
を
は
じ
め
と
す
る
教
育
機
会
を
通
じ
て
流
布
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
国
家
の
政

策
課
題
と
し
て
政
府
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
「
礼
」
が
㍎
親
し
く
交
わ
る
㌢
こ
と
よ
り
も
㍎
礼
儀

���



正
し
く
ふ
る
ま
う
㌢
こ
と
に
大
き
く
傾
い
た
の
は
そ
の
た
め
だ
っ
た
。

　
こ
の
期
間
を
第
一
の
時
期
と
す
る
な
ら
、
明
治
後
期
に
始
ま
り
太
平
洋
戦
争
敗
戦
ま
で
の
ほ
ぼ
半
世
紀
の

間
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
後
の
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
」
が
第
二
の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
第
一
と
第

二
の
時
期
は
、
社
会
の
秩
序
自
体
が
大
き
く
異
な
る
点
で
も
対
照
を
な
す
。
第
一
の
時
期
で
は
、
国
民
は

「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
」
ざ
る
現あ

ら

人ひ
と

神が
み

た
る
天
皇
の
「
臣
民
」
と
し
て
、
強
い
上
下
の
秩
序
の
中
で
の

ふ
る
ま
い
が
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
の
時
期
を
特
徴
づ
け
る
「
戦
後
民
主
主
義
」
は
互
い
に
対
等

な
人
間
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
掲
げ
た
。
敗
戦
か
ら
戦
後
に
な
っ
て
、
社
会
の
基
本
と
な
る
人
間

関
係
自
体
が
大
き
く
変
化
し
た
と
き
、
言
語
の
規
範
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
言
語
的
な
対

人
配
慮
の
あ
り
方
に
も
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
か
？
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
語
の
課
題
と
な
っ
た(

な

る
は
ず
だ
っ
た)

。

　
第
二
の
時
期
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
規
範
に
つ
い
て
も
、
国
の
言
語
政
策
が
基
調
と
な
る
。
戦
後
の
新

し
い
社
会
に
お
け
る
言
葉
遣
い
の
指
針
と
し
て
国
語
審
議
会
が
答
申
し
た
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
ⅶ(

一
九
五
二

年)

は
、
新
憲
法
の
理
念
を
思
わ
せ
る
「
各
人
の
基
本
的
人
格
を
尊
重
す
る
相
互
尊
敬
」
を
う
た
い
、
戦
前

の
「
必
要
以
上
に
煩
雑
」
だ
っ
た
敬
語
の
「
平
明
・
簡
素
」
化
を
基
本
の
方
針
と
し
て
、「
で
す
・
ま
す
」

を
基
本
の
ス
タ
イ
ル
と
す
る
と
い
う
提
言
を
行
な
っ
た
。
そ
の
後
ほ
ぼ
半
世
紀
の
間
、
国
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
唯
一
の
指
針
と
し
て
参
照
さ
れ
学
校
教
育
を
通
じ
て
流
布
さ
れ
た
結
果
、
世
の
中
に
か
な
り
浸
透
し
た
と

はじめに
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見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

の
答
申
は
、
新
し
い
社
会
で
は
敬
語
を
止
め
よ
う
と
提
言
し
た
の
で
は
な
く
、
新
し
い
社
会
に
見
合
っ
た
敬

語
に
変
え
よ
う
と
提
言
し
た
の
だ
と
い
う
点
は
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⒡
⒢
具
体
的
に
は
㍎
タ

テ
㌢
の
敬
語
を
㍎
ヨ
コ
㌢
の
敬
語
に
置
き
直
す
こ
と
を
求
め
た
だ
け
と
も
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
二

の
時
期
は
、
あ
り
得
た
可
能
性
ほ
ど
に
は
大
き
な
変
化
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
に
も
た
ら
さ
な
か
っ

た
。

　
敬
語
と
は
基
本
的
に
、
タ
テ
で
あ
れ
ヨ
コ
で
あ
れ
、
対
人
的
な
距
離
を
大
き
く
取
る
こ
と
で
、
相
手
の
領

域
に
触
れ
た
り
踏
み
込
ん
だ
り
し
な
い
と
い
う
形
で
丁
重
さ
を
示
す
手
段
で
あ
る
。
日
本
の
あ
い
さ
つ
も
同

じ
で
、
握
手
や
ハ
グ
の
よ
う
な
身
体
を
触
れ
合
わ
せ
る
あ
い
さ
つ
で
は
な
く
、㍎
三
歩
下
が
っ
て
㌢
礼
を
し

た
り
相
手
の
目
を
見
て
話
す
こ
と
を
避
け
る
な
ど
、
な
る
べ
く
相
手
に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
あ
い
さ
つ
を

重
用
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
百
年
の
あ
い
だ
、
日
本
語
は
対
人
距
離
を
大
き
く
す
る
手
段
に
よ
っ

て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
型
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
ど
ん
な
社
会
に
も
、
家
族
や
友
人

を
は
じ
め
と
す
る
親
密
な
人
間
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
は
、
対
人
距
離
の
小
さ
い
、

親
し
さ
の
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
人
が
親
密
に
な
っ
て
い
く
過
程
も
、

親
し
さ
の
言
葉
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
日
本
語
は
、
そ
う
し
た
親
し
さ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど

れ
だ
け
磨
き
あ
げ
て
き
た
だ
ろ
う
か
？
　
む
し
ろ
、
誰
で
も
自
然
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
も
の
と
し
て
、
た

���



だ
放
任
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
ⅵこ
れ
か
ら
の
敬
語
」
か
ら
さ
ら
に
半
世
紀
が
経
過
し
社
会
の
実
質
も
大
き
く
変
容
し
た
今
、
親
し
さ
の

言
葉
に
対
す
る
感
覚
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
上
下
で
は
な
く
親
疎
を
ベ
ー
ス
と
す
る
人
間
関
係

の
中
で
、
磨
か
れ
て
こ
な
か
っ
た
親
し
さ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
語
彙
も
表
現
も
十
分
で
な
い
。
そ
の

こ
と
に
よ
る
息
苦
し
さ
を
、
人
び
と
は
感
じ
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
棚
棚
棚
年
に
出
さ
れ
た
国
語

審
議
会
の
最
終
答
申
に
初
め
て
㍎
親
し
さ
へ
の
配
慮
㌢
が
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
答
申
の
評
価
は
と
も
か
く
、

人
間
関
係
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
軸
を
め
ぐ
っ
て
、㍎
遠
・
敬
㌢
に
対
す
る
㍎
近
・
親
㌢
を
意
識
す
る

必
要
性
が
公
的
に
考
え
ら
れ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
日
本
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
酸
素
不
足
に
陥
っ
て
い
る
と
本
書
は
考
え
る
。
そ
う
な
っ
た
事
の
経

緯
を
少
し
丁
寧
に
追
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
次
の
五
棚
年
、
日
本
語
は
そ
れ
を
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
ら

れ
る
か
、
そ
れ
に
は
何
が
必
要
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

はじめに
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目
　
　
次

は
じ
め
に
⒡
⒢
日
本
語
の
酸
素
不
足
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

�

「
国
語
」
を
作
る
／
安
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／
三
つ
の
五
棚
年

第
一
章
　
ど
こ
に
も
な
い
「
標
準
語
ⅶ
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

�

１
　
風
の
又
三
郎
と
標
準
語
　
　
　
�

鹿
の
こ
と
ば
と
人
の
こ
と
ば
／
標
準
語
で
話
す
こ
と

２
　
標
準
語
の
抽
象
性
　
　
　
�

「
標
準
語
」「
共
通
語
」「
方
言
」
／
役
割
語
と
し
て
の
標
準
語

３
　
ⅵ国
語
」
を
作
っ
た
人
び
と
　
　
　
��

な
い
も
の
は
想
像
で
き
な
い
／
「
国
語
調
査
委
員
会
」

４
　
言
文
一
致
と
は
何
だ
っ
た
か
？
　
　
　
��

漢
文
脈
と
和
文
脈
／
三
遊
亭
円
朝
落
語
と
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』

５
　
誰
の
も
の
で
も
な
い
言
葉
　
　
　
��

目　　次
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第
二
章
　
日
本
語
の
㍎
あ
い
さ
つ
文
化
㌢‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

��

１
　
朝
起
き
た
ら
「
お
は
よ
う
」
で
し
ょ
！
　
　
　
��

国
民
の
礼
儀
作
法
渾
然
た
る
の
時
／
言
葉
の
所
作
、
あ
い
さ
つ
の
型

２
　
あ
い
さ
つ
し
た
ら
友
だ
ち
で
き
る
よ
！
　
　
　
	�

あ
い
さ
つ
の
魔
法
「
ポ
ポ
ポ
ポ
〜
ン
」
？
／
あ
い
さ
つ
は
言
語
行
為
か

３
　
あ
い
さ
つ
と
い
う
儀
式
　
　
　

�

ど
う
終
わ
る
か
／
儀
式
に
は
仕
切
り
を

４
　
よ
そ
い
き
を
纏
う
言
語
　
　
　
��

歴
史
と
方
言
／
世
界
言
語
に
な
っ
た
英
語

第
三
章
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
え
る
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

��

１
　
媒
介
と
し
て
の
言
語
　
　
　
��

近
づ
け
つ
つ
遠
ざ
け
る
／
人
は
な
ぜ
人
を
呼
ぶ
か

２
　
近
き
は
賤
し
く
、
遠
き
は
貴
し
⒡
⒢
穂
積
陳
重
の
呼
称
論
　
　
　
��

３
　
人
間
関
係
を
単Ⅻ
純Ⅻ
化Ⅻ
す
る
敬
語
　
　
　
��

�����



４
　
複
雑
性
の
縮
減
⒡
⒢
ル
ー
マ
ン
社
会
学
を
導
き
と
し
て
　
　
　
��

血
液
型
性
格
分
類
を
例
に
／
敬
語
ふ
た
た
び

５
　
敬
語
で
は
な
い
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
　
　
　
��


６
　
ⅵ安
心
」
と
「
信
頼
ⅶ　
　
　
���

第
四
章
　
時
空
を
旅
し
て
み
れ
ば
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

���

１
　
江
戸
庶
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
���

『
浮
世
風
呂
』
の
あ
い
さ
つ
／
呼
ば
な
い
あ
い
さ
つ
は
あ
い
さ
つ
じ
ゃ
な

い
／
定
型
の
あ
い
さ
つ
と
は
何
か

２
　
あ
い
さ
つ
し
な
い
中
国
語
？
　
　
　
���

中
国
人
の
あ
い
さ
つ
イ
メ
ー
ジ
／
非
定
型
な
あ
い
さ
つ
／
あ
い
さ
つ
と
し

て
の
呼
び
か
け

３
　
お
節
介
な
韓
国
語
？
　
　
　
��


話
し
相
手
と
の
二
種
類
の
距
離
／
気
遣
い
の
踏
み
込
み
／
領
域
侵
犯
の
回

避
の
仕
方

目　　次

���



第
五
章
　
日
本
語
は
親
し
さ
を
伝
え
ら
れ
る
か
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

�	�

１
　
五
棚
年
後
の
五
棚
年
　
　
　
�
�

第
一
期
国
語
審
議
会
「
こ
れ
か
ら
の
敬
語
」
／
最
終
期
国
語
審
議
会
「
現

代
社
会
に
お
け
る
敬
意
表
現
」

２
　
日
本
語
の
い
ま
と
親
し
さ
の
言
葉
　
　
　
�
�

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
、
こ
ん
に
ち
は
〜
ⅻ
」
／
ほ
め
返
し
の
モ
ー
メ
ン
ト

３
　
ⅵ安
心
」
か
ら
「
信
頼
」
へ
　
　
　
���

信
頼
が
必
要
と
さ
れ
な
い
安
心
／
関
西
方
言
が
日
本
語
を
変
え
る
？

４
　
こ
の
先
の
日
本
語
　
　
　
���

配
慮
し
な
く
な
っ
て
い
る
人
び
と
？
／
信
頼
が
必
要
と
さ
れ
る
と
き

引
用
文
献
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

���

あ
と
が
き
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

���

㉑凡
例
ⅰ

・
議
会
の
記
録
や
新
聞
な
ど
か
ら
の
引
用
で
は
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
、
旧
字
を
新
字
に
変
え
、
適
宜
読
み
方
を
補
っ
た
。

・
文
献
の
引
用
で
は
、
煩
雑
を
避
け
る
た
め
、
原
則
と
し
て
「
著
者
名
刊
行
年
、
章
」「
著
者
名
刊
行
年
、
部
章(

ま
た
は
章

節)

」
の
よ
う
に
記
し
、
ペ
ー
ジ
番
号
は
省
略
し
た
。

��


