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形
容
詞

「
も
の
し
」

の
語
義

士
口

田

光

浩

は
じ
め
に

弘
徽
殿
に
は
、
久
し
く
上
の
御
局
に
も
参
う
上
り
た
ま
は
ず
、
月
の
お
も
し
ろ
き
に
、
夜
更
く
る
ま
で
遊
び
を
ぞ
し
た
ま
ふ
な
る
。
（
帝

3

い
と
す
さ
ま
じ
う
も
の
し
と
聞
こ
し
め
す
。

（
源
氏
物
語
・
桐
査
〉

右
は
、
桐
査
更
衣
が
亡
く
な
っ
た
後
の
、
弘
徽
殿
女
御
の
様
子
と
、
そ
れ
に
対
す
る
桐
壷
帝
の
心
情
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
嘆

危

き
悲
し
む
帝
の
心
情
を
逆
撫
で
す
る
か
の
よ
う
な
女
御
の
行
為
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
帝
の
心
情
が
「
す
さ
ま
じ
う
も
の
し
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
形
容
調
「
も
の
し
」
は
、
こ
の
例
の
よ
う
に
「
面
白
く
な
い
・
不
愉
快
で
あ
る
」
と
い
っ
た
不

快
な
感
情
を
表
す
意
味
で
多
く
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
不
明
の
点
が
多
い
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
も
の
し
」
の
語
義
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
中
古
の
例
を
中
心
に
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
文
中

に
示
し
た
用
例
は
、
本
稿
末
の
参
考
文
献
中
の
資
料
を
用
い
た
が
、
表
記
に
関
し
て
は
、
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
適
宜
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ

る。

形
容
詞
「
も
の
し
」
の
語
義
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二
三
四

「
も
の
し
」
は
、
上
代
に
は
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
中
古
以
降
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
語
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
使
用
さ
れ
る

資
料
も
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
り
、
中
世
以
前
の
古
辞
書
に
は
そ
の
記
述
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
管
見
の
限
り
で
は
訓
点
資
料
に
も
例

が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
『
今
昔
物
語
集
』
『
古
本
説
話
集
』
『
十
訓
抄
』
な
ど
の
説
話
に
も
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
和
歌
に
も
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
基
本
的
に
は
、
和
文
資
料
の
散
文
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

t
、。

ゃん

t
v現

行
の
古
語
辞
典
、
あ
る
い
は
注
釈
書
の
記
述
を
見
る
と
、
「
も
の
し
」
の
語
幹
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
「
モ
ノ
は

魔
物
の
意
。
ま
た
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
対
象
の
意
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
宇
津
保
物

語
』
補
注
に
は
、
「
も
の
」
が
語
幹
と
な
っ
て
形
容
詞
を
な
す
場
合
に
つ
い
て
「
漠
然
な
が
ら
注
意
す
べ
き
事
象
が
存
在
す
る
状
的
。

物
し
。

物
々
し
」
（
四
九
一
頁
・
補
注
一
一
一
五
）
と
あ
る
。

語
義
と
し
て
は
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
、
①
「
物
事
の
様
子
が
い
と
わ
し
い
。
ど
こ
と
な
く
気
に
さ
わ
る
。
不
快
で
あ
る
」

意
と
②
「
不
気
味
で
怪
し
い
。
不
吉
で
あ
る
」
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
も
、
①
「
不
気
味
で
あ
る
。
あ
や
し
い
感
じ

が
す
る
」
、
②
「
何
か
心
に
抵
抗
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
な
ん
と
な
く
ひ
っ
か
か
っ
て
不
愉
快
で
あ
る
」
と
あ
り
、
『
日
国
』
と
ほ
ぼ
同

じ
内
容
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
〉
で
は
、
「
不
快
で
あ
る
。
見
苦
し
い
。
嫌
だ
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
『
日

国
』
・
『
岩
波
古
韮
巴
に
見
ら
れ
る
「
不
気
味
だ
」
「
怪
し
い
」
「
不
吉
だ
（
H
『
日
国
』
の
み
と
に
相
当
す
る
意
味
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

台、

わ
り
に
、
外
見
的
な
評
価
を
示
す
「
見
苦
し
い
」
意
を
挙
げ
て
い
る
。
（
尚
、
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、
本
稿
執
筆
時
点
で
、
マ
行
以
降
未
刊
）

現
行
の
辞
書
に
、
こ
の
よ
う
な
記
述
内
容
の
相
違
が
生
じ
た
原
因
の
ひ
と
つ
は
、
以
下
の
『
大
和
物
語
』
と
『
崎
齢
日
記
』
の
用
例
処
理
に



あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

人
あ
り
と
も
み
え
ぬ
御
廉
の
う
ち
よ
り
、
薄
色
の
衣
濃
き
衣
う
へ
に
き
て
、
た
け
だ
ち
い
と
よ
き
ほ
ど
な
る
人
の
、
髪
、
た
け
ば
か
り
な

ら
ん
と
見
ゆ
る
が
、
「
よ
も
ぎ
生
ひ
て
荒
れ
た
る
や
ど
を
鴛
の
人
来
と
鳴
く
や
誰
と
か
ま
た
ん
」
と
ひ
と
り
ご
っ
。
少
将
、
「
来
た
れ
ど
も

言
ひ
し
な
れ
ね
ば
鷺
の
君
に
告
げ
よ
と
教
へ
て
ぞ
鳴
く
」
と
戸
を
か
し
く
て
い
へ
ば
、
女
驚
き
て
人
も
な
し
と
思
ひ
っ
る
に
倒
リ
剖
さ
ま

を
み
え
ぬ
る
こ
と
と
思
ひ
て
物
も
い
は
ず
な
り
ぬ

（
大
和
物
語
・
一
七
一
ニ
）

こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
物
し
き
さ
ま
を
み
え
ぬ
る
こ
と
」
の
例
に
つ
い
て
は
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
に
「
見
苦
し
い
様
を
見
ら
れ
て
し
ま

『
大
和
物
語
』
の
古
注
釈
に
は
、
「
み
く
る
し
き
を
と
云
心

也
」
（
『
大
和
物
語
妙
』
〉
、
ま
た
、
「
見
く
る
し
く
か
ろ
／
＼
し
き
さ
ま
を
女
の
は
ぢ
お
も
へ
る
也
」
〈
『
大
和
物
語
拾
穂
抄
』
〉
と
あ
り
、
古
注
釈

の
段
階
か
ら
、
こ
の
箇
所
の
「
も
の
し
」
の
解
釈
と
し
て
、
外
見
的
な
不
体
裁
・
み
っ
と
も
な
い
様
を
表
す
「
見
苦
し
」
を
用
い
る
も
の
が
多

い
。
お
そ
ら
く
日
本
古
典
文
学
大
系
木
頭
注
も
こ
れ
ら
古
注
釈
の
記
述
に
倣
う
も
の
と
思
わ
れ
、
解
釈
自
体
に
は
大
き
な
揺
れ
は
な
さ
そ
う
で

っ
た
こ
と
よ
」
と
あ
り
、
「
も
の
し
」
の
解
釈
に
「
見
苦
し
い
」
を
用
い
て
い
る
。

あ
る
。
『
古
語
大
辞
典
』
で
は
、
こ
の
「
大
和
物
語
』
の
例
を
挙
げ
て
、
「
見
苦
し
い
」
意
を
「
も
の
し
」
の
語
義
に
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
明
ら
か
に
「
も
の
し
」
に
「
見
苦
し
い
」
意
が
当
て
は
ま
る
例
は
、
こ
れ
以
外
に
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
意
を
語
義
と
し
て
認
め
る
こ

と
が
適
切
か
否
か
、
な
お
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
こ
の
例
を
、
「
物
事
の
様
子
が
い
と
わ
し
い
。
ど
こ
と
な
く
気
に
さ
わ
る
。
不
快
で
あ
る
」
意
の
用
例

と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
「
物
し
き
さ
ま
を
み
え
ぬ
る
こ
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
快
な
感
情
を
表
す
も
の
で
は
な
く
外
見
的
な
評

価
に
関
わ
る
表
現
で
あ
り
、
適
切
な
用
例
と
は
言
い
難
い
（
な
お
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
、
こ
の
例
は
、
採
用
さ
れ
て
い
な
い
）
。

ま
た
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
、
「
不
気
味
だ
・
あ
や
し
い
・

（
不
吉
だ
H

『
日
国
』
の
み
と
の
意
が
語
義
と
し
て

採
用
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
の
辞
書
も
、
そ
の
用
例
と
し
て
、
次
の
『
崎
齢
日
記
』
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

五
月
に
、
帝
の
御
服
ぬ
ぎ
に
ま
か
で
給
ふ
に
、
さ
き
の
ご
と
、
こ
な
た
に
な
ど
あ
る
を
、
「
夢
に
も
の
し
く
見
え
し
」
な
ど
い
ひ
て
、
あ

形
容
詞
「
も
の
し
」
の
語
義

五



二一一一六

な
た
に
ま
か
で
給
へ
り
。

貞
観
殿
登
子
と
道
綱
母
と
の
歌
の
贈
答
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
「
夢
に
も
の
し
く
見
え
し
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
崎
蛤

日
記
」
に
は
「
不
吉
な
夢
を
見
た
の
で
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
同
様
に
解
す
る
注
釈
も
多
い
が
、
『
崎
蛤
日
記
講
義
』
に
「
『
も
の
し
』
は
厭
う

ふ
べ
き
さ
ま
を
い
ふ
。
夢
見
が
悪
か
っ
た
な
ど
云
っ
て
」
と
あ
り
、
必
ず
し
も
「
不
吉
だ
」
の
意
を
用
い
な
い
注
釈
も
見
ら
れ
る
。
「
も
の
し
」

（
騎
蛤
日
記
・
上
・
安
和
元
年
五
月
〉

「
漠
然
な
が
ら
注
意
す
べ
き
事
象
が
存
在
す
る
状
態
」
が
原
義
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
、
上
代
の
「
も
の
」
に
は
「
鬼
神
、
魔
物
、
不
思
議
な
力
を
持
っ
た
霊
威
」
（
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
〉
の
意
が
あ
り
、
そ
れ
と

関
連
し
て
「
不
吉
だ
」
の
意
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
中
古
に
は
こ
の
例
以
外
に
「
不
気
味
だ
・
あ
や
し
い
・
不
吉
だ
」
の

は
、
上
記
ハ
大
系
本
宇
津
保
物
語
補
注
〉
の
よ
う
に
、

意
が
、
十
分
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
、
上
記
辞
書
の
記
述
内
容
の
い
ず
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
『
大
和
物
語
』
『
崎
蛤
日
記
』
と
、
ほ
ぼ
同

じ
頃
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
『
多
武
峰
少
将
物
誼
巴
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
認
め
ら
れ
る
。

本
よ
り
か
か
る
御
心
あ
り
け
れ
ど
、
父
お
と
ど
お
は
し
け
る
ほ
ど
は
制
し
き
こ
え
給
ひ
け
れ
ば
、
え
思
し
た
た
ざ
り
け
れ
ど
、
失
せ
給

ひ
て
の
ち
、
腹
々
の
君
た
ち
は
、
み
な
心
と
お
は
し
ま
せ
ば
、
お
と
ど
お
は
し
ま
さ
ね
ど
も
、
こ
と
に

U
dリ
計
事
も
な
し
。
こ
の
斎
宮

の
御
腹
の
女
君
は
、
ま
だ
と
も
か
く
も
な
く
て
、
お
と
ど
の
か
し
づ
き
給
ひ
し
に
か
か
り
で
お
は
せ
し
に
、
さ
も
あ
ら
ね
ば
、
た
だ
こ
の

御
せ
う
と
た
ち
を
睦
ま
し
き
も
の
に
語
ら
ひ
き
こ
え
給
ひ
て
、

（
多
武
峰
少
将
物
語
・
少
将
出
家
）

右
は
、
こ
の
物
語
の
官
頭
の
一
文
で
あ
る
。
高
光
少
将
は
、
以
前
か
ら
出
家
し
た
い
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
が
、
父
師
輔
公
の
存
命
中
は
禁
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
決
心
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
師
輔
の
没
後
、
異
腹
の
子
た
ち
は
、
自
分
の
考
え
で
何
事
も
処
理
で
き
た
の
で
、
「
こ

と
に
も
の
し
き
事
も
な
し
」
で
あ
る
と
す
る
文
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
こ
こ
で
文
が
終
止
し
て
い
る
が
、
文
意
と
し
て
は
、
こ
の
後
に
、
「
し

か
し
、
同
腹
の
姫
君
（
愛
宮
）
は
、
父
大
臣
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
の
で
特
に
困
り
、
高
光
少
将
た
ち
を
頼
り
と
し
て
い
る
」
と
す
る
文
が
続
い

て
内
容
的
に
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
も
の
し
」
は
、
上
記
辞
書
に
見
ら
れ
る
「
不
気
味
だ
・
あ
や
し
い
・
不
吉
だ
」



あ
る
い
は
「
不
快
だ
・
気
に
障
る
・
抵
抗
を
感
じ
る
」
な
ど
の
意
が
、
い
ず
れ
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
松
原
一
義
『
多
武
峰
少
将
物
語
注
解
』

（
平
成
三
・
桜
楓
社
）
で
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
「
特
に
こ
れ
と
い
っ
て
困
る
こ
と
も
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
全
体
の
文
意
と
し
て
は

そ
れ
で
理
解
可
能
と
な
る
が
、
「
も
の
し
」
が
「
困
る
」
意
で
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
も
の
し
」
の
用
例
の
な
か

に
類
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
ず
、
上
記
二
例
と
同
様
に
疑
問
が
残
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
中
古
に
見
ら
れ
る
「
も
の
し
」
の
用
例
の
中
で
、
現
行
の
辞
書
の
記
述
を
巡
っ
て
問
題
と
な
る
『
大
和
物
語
』
『
崎
蛤
日
記
』
『
多
武

峰
少
将
物
語
』
の
例
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た
。
そ
れ
ぞ
れ
「
見
苦
し
い
」
「
不
吉
だ
」
「
困
る
」
な
ど
の
解
釈
が
各
々
の
注
釈
書
に
見

お
の
お
の
の
文
脈
か
ら
生
じ
る
解
釈
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
妥
当
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ

ら
れ
た
が
、
個
々
の
用
例
に
は
、

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
も
の
し
」
自
体
の
語
義
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
捉
え
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
。

ぞ
れ
に
、
明
ら
か
に
そ
の
意
と
し
て
解
釈
で
き
る
類
例
が
、
他
に
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
ず
れ
も
孤
例
と
考
え
る
べ
き

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
も
の
し
」
の
語
義
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
注
釈
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

し
か
も
、

そ
れ

べ
き
か
、
さ
ら
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

上
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
に
関
す
る
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
次
の
『
源
氏
物
語
』
の
例
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
と
を
の
た
ま
は
せ
む
」
と
言
へ
ど
、

（
少
将
の
尼
）
「
あ
な
あ
さ
ま
し
ゃ
。
な
ど
か
く
あ
う
な
き
わ
ざ
は
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
上
（
妹
尼
）
、
帰
り
お
は
し
ま
し
て
は
、
い
が
な
る

か
ば
か
り
に
し
そ
め
つ
る
を
、
一
吉
田
ひ
乱
る
る
も

U
d叶
と
思
ひ
て
、
僧
都
諌
め
た
ま
へ
ば
、
寄
り

て
も
え
妨
げ
ず
。

（
源
氏
物
語
・
手
習
）

浮
舟
が
出
家
す
る
場
面
で
あ
る
。
急
い
で
止
め
に
入
っ
た
少
将
の
尼
で
あ
っ
た
が
、
剃
髪
の
儀
は
す
で
に
始
め
ら
れ
て
お
り
、
僧
都
は
三
一
口

形
容
詞
「
も
の
し
」
の
語
義

七
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ひ
乱
る
る
も
も
の
し
」
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
制
し
、
儀
式
を
強
行
す
る
。

日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
は
、
「
と
や
か
く
言
っ
て
当
人
の
気
持
ち

を
迷
わ
せ
る
の
も
お
も
し
る
く
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
お
も
し
ろ
く
な
い
」
は
、

不
快
の
感
情
を
去
す
も
の
で

は
な
く
、
理
性
的
に
儀
式
の
中
断
を
良
く
な
い
こ
と
と
し
て
表
現
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
感
情
的
意
味
で
は
な
く
物
事
の
良
し
悪

し
を
め
ぐ
る
価
値
判
断
、
す
な
わ
ち
評
価
的
意
味
と
し
て
捉
え
る
べ
き
例
と
思
わ
れ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
こ
の
例
も
含
め
て
三
十
一
例

の
「
も
の
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
、
こ
こ
に
示
し
た
一
例
の
み
で
、
他
は
お
お
む
ね
不
快
感
情
の
意
味
と
し
て
理
解

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
こ
れ
に
類
す
る
例
が
、
以
下
の
よ
う
に
い
く
つ
か
見
い
だ
さ
れ
る
。

（
仲
忠
）
「
一
方
に
の
み
お
は
し
ま
す
は
い
と
も
の
し
き
や
う
に
侍
り
。
こ
な
た
に
十
日
、
宮
の
御
方
に
十
日
、
今
十
日
を
三
所
に
お
は
し

ま

さ

せ

ん

」

と

聞

え

給

へ

ば

、

（

う

つ

ほ

物

語

・

楼

上

・

上

〉

自
分
の
母
、
北
の
方
の
所
で
ば
か
り
過
ご
し
て
い
る
父
親
兼
雅
に
対
し
て
、
息
子
の
仲
忠
が
意
昆
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

大
系
頭
注
に
は
、

「
い
と
も
の
し
き
や
う
な
り
」
に
つ
い
て
、
「
目
立
っ
て
い
け
ま
せ
ん
」
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
、
父
親
に
対
す
る
息
子
の
忠
告
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め
、
「
芳
し
く
な
い
」
「
よ
ろ
し
く
な
い
」
の
意
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
婿
と
い
ふ
も
の
は
、
若
き
人
な
ど
を
ば
、
本
家
の
い
た
は
り
な
ど
し
て
、
た
つ
る
を
こ
そ
は
お
も
し
ろ
き
こ
と
に
は
す
れ
、

、n
－＋

ι

tv
キ
J

’M

り
ど
こ
ろ
な
く
て
、
本
家
の
は
づ
か
し
く
も
の
せ
ら
る
る
な
ん
も
の
し
き
。

（
う
つ
ほ
物
語
・
初
秋
〉

こ
こ
は
、
将
来
性
の
あ
る
人
を
婿
と
す
る
場
合
に
、
本
家
が
世
話
も
せ
ず
、
恥
ず
べ
き
待
遇
を
と
る
の
は
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
と
、
正
頼
が

一
般
論
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
も
の
し
き
」
は
、
「
お
も
し
ろ
き
」
と
対
照
さ
せ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

一
般
的
な
評
価
を
表
す

不
快
や
不
土
日
・
不
気
味
の
意
で
は
、

解
釈
で
き
な
い
。

こ
こ
は
、
む
し
ろ
、

「
よ
く
な
い
」

な
ど
の
意
が
適
切
で
あ

る
。
大
系
頭
注
に
、
「
感
心
で
き
な
い
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
あ
た
り
を
考
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ハ
仲
忠
）
又
家
来
の
近
江
守
は
〉
い
と
よ
く
叶
ひ
侍
る
人
な
れ
ば
、
此
度
は
右
大
臣
殿
叫
叫
リ
と
思
し
た
り
つ
れ
ど
、
ハ
私
〈
仲
忠
〉
が
〉



強
ひ
て
申
し
な
し
侍
り
ぬ
る
な
り
。
さ
で
も
身
に
は
す
ぎ
侍
る
也
」

仲
忠
が
、
家
臣
の
近
江
守
任
官
に
つ
い
て
、
自
分
が
右
大
臣
正
頼
に
と
り
な
し
た
こ
と
を
、
父
兼
雅
に
話
す
一
文
で
あ
る
。
右
大
臣
正
頼
は
、

そ
の
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
仲
忠
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
、
異
を
唱
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「
右
大
臣
も

ハ
う
つ
ほ
物
語
・
蔵
開
・
下
〉

こ
こ
の
と
こ
ろ
、

の
し
と
思
し
た
り
つ
れ
ど
」
に
見
え
る
「
も
の
し
」
は
、
不
気
味
・
不
吉
の
意
で
は
理
解
不
能
と
な
り
、
ま
た
、
不
快
の
意
で
は
違
和
感
の
残

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
古
典
全
書
本
頭
注
に
は
、
「
正
頼
は
不
賛
成
で
し
た
が
」
と
あ
り
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
で
も
同
様
に
解
し

て
い
る
。
こ
こ
は
、
身
に
過
ぎ
た
任
官
を
良
く
な
い
こ
と
と
し
て
賛
成
で
き
な
い
意
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
も
の
し
」
の
例
は
、
「
不
気
味
だ
・
あ
や
し
い
・
不
吉
で
あ
る
」
の
意
で
は
解
釈
で
き
ず
、
ま
た
、
感

情
表
現
と
し
て
の
不
快
感
を
表
現
す
る
も
の
で
も
な
い
。
理
性
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
柄
を
「
よ
く
な
い
」
こ
と
と
し
て
評
価
的
に
捉
え
る
例
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

同
様
に
『
落
窪
物
語
』
に
も
こ
れ
に
類
す
る
と
思
わ
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。

き
て
、
人
打
ち
け
る
は
、
そ
れ
ぞ
な
め
げ
に
い
ひ
た
て
り
し
を
、

に
く
さ
に
、
冠
を
な
ん
う
ち
落
と
し
て
、
男
ど
も
引
き
ふ
れ
侍
り
し
。

お
の
づ
か
ら
少
将
、
兵
衛
佐
も
見
侍
り
き
。

い
と
、
人
物
し
と
い
ふ
ば
か
り
の
事
も
し
侍
ら
ざ
り
き
。

ハ
落
窪
物
語
・
巻
二
〉

継
子
い
じ
め
の
報
復
事
件
に
つ
い
て
、
父
右
大
臣
か
ら
問
い
た
だ
さ
れ
た
折
の
、
衛
門
督
の
言
葉
で
あ
る
。
『
日
本
古
典
文
学
大
系
落
窪
物
語
』

頭
注
に
は
、
「
人
が
大
そ
う
不
都
合
だ
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
も
の
し
」
は
、
他

人
が
見
て
い
て
眉
を
ひ
そ
め
る
よ
う
な
様
を
表
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
表
現
の
重
点
は
、
不
快
な
感
情
を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
第
三
者
か
ら
見
て
、
理
性
的
に
「
良
く
な
い
・
不
都
合
な
」
行
為
で
あ
る
と
評
価
的
意
味
を
表
す
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
落
窪
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
も
の
し
」
の
例
に
は
、
「
良
く
な
い
」
「
不
都
合
だ
」
と
い

っ
た
評
価
的
意
味
を
表
す
も
の
が
幾
っ
か
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
辞
書
類
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
記
の
諸

例
に
よ
り
、
明
ら
か
に
「
も
の
し
」
の
語
義
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

形
容
詞
「
も
の
し
」
の
語
義

二
三
九
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こ
の
よ
う
な
評
価
的
意
味
を
表
す
例
を
考
慮
に
入
れ
て
、
先
の
『
大
和
物
語
』
『
崎
齢
日
記
』
『
多
武
峰
少
将
物
語
』
の
三
例
の
解
釈
に
つ
い

て
、
再
度
検
討
を
加
え
る
と
、

い
ず
れ
も
、
「
良
く
な
い
」
「
不
都
合
だ
」
と
い
う
評
価
的
意
味
に
よ
り
、
解
釈
が
可
能
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
大
和
物
語
』
の
「
物
し
き
さ
ま
を
み
え
ぬ
る
こ
と
」
は
、
「
良
く
な
い
と
こ
ろ
（
不
都
合
な
と
こ
ろ
）
を
見
ら
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
よ
」
の
意
で
解
釈
可
能
で
あ
り
、
『
崎
蛤
日
記
』
の
「
夢
に
も
の
し
く
見
え
し
」
に
つ
い
て
は
、
「
夢
に
良
く
な
い
こ
と
が
見
え
た
の

で
」
あ
る
い
は
「
夢
に
（
そ
ち
ら
へ
行
く
こ
と
が
）
不
都
合
で
あ
る
と
見
え
た
の
で
」
の
意
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、

『
多
武
峰
少
将

物
語
』
に
見
ら
れ
る
、
「
お
と
ど
お
は
し
ま
さ
ね
ど
も
、
こ
と
に
も
の
し
き
事
も
な
し
」
に
つ
い
て
は
、
「
父
大
臣
は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
が
、

特
に
不
都
合
な
こ
と
も
な
い
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
た
「
見
苦
し
い
」
「
不
吉
だ
」
「
困
る
」

文
脈
に
即
し
た
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
場
合
の
も
の
と
し
て
妥
当
で
あ
る
が
、

と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
は
、
「
注
釈
」
と
い
う
、

そ
れ
ら
は

「
も
の
し
」
に
見
ら
れ
る
、
「
良
く
な
い
」
「
不
都
合
だ
」
と
い
っ
た
評
価
的
意
味
が
個
別
の
文
脈
に
応
じ
て
表
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
評
価
的
意
味
は
、
「
も
の
し
」
の
語
源
を
名
詞
「
も
の
」
に
求
め
る
従
来
の
語
源
説
に
、
大
筋
に
お
い
て
抵
触
す
る
も

の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
も
の
し
」
は
、
名
詞
「
物
」
の
形
容
詞
化
と
し
て
、
従
来
か
ら
説
か
れ
て
お
り
、
「
何
か
が
存
在
す
る
状
態
」
を

表
す
こ
と
が
原
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
存
在
す
る
何
か
が
障
り
と
な
っ
て
、
す
っ
き
り
し
な
い
状
態
を
情
意
的
に
捉
え
た
も
の

が
「
不
愉
快
だ
・
面
白
く
な
い
」
と
い
っ
た
不
快
な
感
情
を
表
す
語
義
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
何
物
か
が
存

在
し
て
い
て
す
っ
き
り
し
な
い
状
態
を
評
価
的
側
面
か
ら
捉
え
、
「
不
都
合
だ
・
良
く
な
い
」
と
い
っ
た
意
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。



た
だ
し
、
従
来
の
語
源
説
で
は
、
上
代
の
名
詞
「
も
の
」
に
「
鬼
神
、
魔
物
、
不
思
議
な
力
を
持
っ
た
霊
威
」
の
意
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

「
不
気
味
で
あ
る
・
あ
や
し
い
・
不
吉
だ
」
の
意
が
「
も
の
し
」
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
も
、
名
詞
「
も
の
」
を
「
も
の
し
」
の
源
と
考

え
る
以
上
、
こ
の
意
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
に
、
評
価
的
意
味
、
が
「
も
の

し
」
に
あ
り
、
『
騎
蛤
日
記
』
の
一
例
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
以
上
、
他
に
明
ら
か
に
「
不
気
味
だ
・
あ
や
し
い
・
不
吉
で
あ

る
」
意
に
該
当
す
る
例
が
見
当
た
ら
な
い
限
り
、

「
も
の
し
」
の
語
義
と
し
て
こ
れ
ら
の
意
を
認
め
る
こ
と
は
、

現
段
階
に
お
い
て
疑
問
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
も
の
し
」
の
用
例
は
、
『
落
窪
物
語
』
『
騎
蛤
日
記
』
の
頃
か
ら
、
す
で
に
不
快
な
感
情
を
表
す
も
の
に
大
き
く
偏
る
傾
向
が
認
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
は
、
そ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
も
触
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
現
行
の
辞
書
の
意
味
記
述
の
上
で
問
題

と
な
る
数
例
に
的
を
絞
っ
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
①
「
も
の
し
」
に
は
、
現
行
の
辞
書
で
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「
良
く
な
い
」
「
不
都
合
だ
」
と
い
っ
た
評
価
的
意
味
が
『
落
窪
物
語
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
諸
例
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

②
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、

『
多
武
峰
少
将
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
崎
蛤
日
記
』
の
諸
例
の
解
釈
が
統
一
的
に
可
能
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討

L
た。な

お
、
中
古
後
期
以
降
に
つ
い
て
も
、

「
も
の
し
」
の
用
例
は
、

ほ
と
ん
ど
が
不
快
な
感
情
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
評
価
的
意
味
を
表
す
例
と
し
て
は
、
中
世
の
和
文
資
料
、
『
竹
む
き
が
記
』
の
資
名
・
一
房
光
出
家
の
箇
所
に
、
「
文
を
だ
に
と
思
ふ
か
た
が

た
あ
れ
ど
、
さ
や
う
に
書
き
散
ら
し
つ
つ
散
り
ぼ
は
む
も
い
と
も
の
し
か
る
べ
し
」
と
あ
り
、
そ
れ
と
思
わ
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。

形
容
詞
「
も
の
し
」
の
語
義

二
四
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付
記

本
稿
に
は
、
拙
稿
「
『
も
の
し
』
に
つ
い
て
1

感
情
と
評
価
の
表
現
」
（
国
文
学
「
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊
『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎

知
識
恥
5
若
紫
』
平
成
一
一
・
三
・
至
文
堂
）
に
述
べ
た
も
の
と
、
行
論
の
都
合
上
、
一
部
重
複
さ
せ
た
部
分
が
あ
る
。

（
参
考
文
献
〉

阿
部
秋
夫
・
秋
山
皮
・
今
井
源
街
編
『
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
運
巴
昭
和
四
五
・
小
学
館

阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
『
日
本
古
典
文
学
大
系
大
和
物
謹
巴
昭
和
三
二
・
岩
波
書
店

佐
伯
梅
友
・
伊
牟
田
経
久
編
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
昭
和
三
人
・
風
間
書
房

松
原
一
義
『
多
武
峰
少
将
物
語
注
解
』
平
成
三
年
・
桜
楓
社

河
野
多
麻
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
宇
津
保
物
語
』
昭
和
三
四
・
岩
波
書
店

松
尾
聡
・
寺
木
直
彦
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
落
窪
物
語
』
昭
和
三
二
・
岩
波
書
店

渡
辺
静
子
校
注
『
竹
む
き
が
記
〈
上
〉
』
昭
五

0
・
笠
間
書
院


