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更
新

文
学
７
（
日
本
の
こ
と
ば
）

日
本
語
は
、
む
つ
か
し
い
で
す
か
？

萩
原

義
雄

こ
の
質
問
に
答
え
て
い
た
だ
け
た
人
た
ち
が
解
答
し
た
な
か
で
、
ベ
ス
ト
四
の
項
目
を
次
に
挙
げ
て
見
ま
し
た
。

１
，
「は
」と
「が
」の
違
い

未
知
と
既
知
の
概
念
→
大
野
晉
著
『
日
本
語
練
習
帳
』
〔
岩
波
新
書
刊
〕

２
，
助
数
詞
の
種
類

「
本
」ホ
ー
ム
ラ
ン
の
数
。
鉛
筆
の
数
。
樹
木
の
数
…
…
。

「
個
」
果
物
の
数
。

「
つ
」年
齢
の
数
。

３
，
省
略
表
現

大
学
の
名
前
「
駒
大
」
「
名
大
」
「
阪
大
」
「
北
大
」
「
東
大
」
。
…
…
。

企
業
の
名
前
「東
電
」
「東
急
」
「テ
レ
東
」
。
…
…
。

地
名
の
名
前
「
二
子
玉
」
「
三
茶
」
。
…
…
。

に

こ

た

ま

場
所
の
名
前
「
駒
公
」
「
名
駅
」
「
関
空
」
…
…
。

職
種
の
名
前
「
日
銀
」「
郵
貯
」「
日
赤
」
…
「
短
観
」
（
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
）。

省
略
言
語
の
極
め
つ
け
と
し
て
「
東
急
」
そ
の
店
の
名
「
ネ
ー
ミ
ン
グ
」づ
く
り

「
東
急
」―
→
「
ト
ー
キ
ュ
ウ
」
―
→
「
１
０
９
」
―
→
「on

e-
o
h
-
n
ine

」

こ
の
手
の
「
命
名

」
の
こ
と
ば
は
、
あ
ち
こ
ち
に
出
現
し
て
い
ま
す
。
「
こ
と
ば
探
し
の
旅
」
を
し
て
み
る
の
も
よ
い
で
し

ネ
ー
ミ
ン
グ

ょ
う
。

近
代
語
に
お
け
る
流
行
語
・
若
者
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
ば
表
現
に
も
こ
の
省
略
表
現
が
確
認
で
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、
「
ジ
カ
ジ
ョ
―
」
（
「
自
意
識
過
剰
」
）
「
パ
チ
こ
く
し
い
～
」
（
「
う
そ
っ
ぱ
ち
」
＝
う
そ
つ
き
）
と
い
う
感
じ
で
省
略

語
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

４
，
カ
タ
カ
ナ
語

和
製
英
語
と
で
も
い
う
の
が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
人
だ
け
が
理
解
し
て
い
る
カ
タ
カ
ナ
こ
と
ば
が
わ
か
り

に
く
い
。
こ
れ
は
日
本
人
が
外
国
に
旅
行
し
て
英
語
だ
と
思
っ
て
使
う
と
意
味
不
明
瞭
な
表
現
と
な
っ
て
い
て
、
事
が

先
に
進
ま
な
い
と
い
う
体
験
に
出
く
わ
す
の
だ
か
ら
…
…
。
住
居
用
語
の
「
マ
ン
シ
ョ
ン
」
…
「
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
」
「
ペ
ン
ト
ハ
ウ

ス
」
は
た
ま
た
、
「
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
」
な
ど
、
実
際
ど
う
な
の
か
は
と
っ
さ
に
は
判
断
で
き
な
い
の
が
常
で
は
無
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
の
例
え
に
、
「
ビ
ッ
グ
サ
マ
ー
セ
ー
ル
イ
ン
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ハ
イ
ヤ
ッ
ト
」
と
な
る
と
、
視

覚
イ
メ
ー
ジ
す
ら
及
ば
な
い
世
界
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
の
語
を
漢
字
に
置
き
換
え
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
…
…
。
「
型
録
」
「
切
子
硝
子
」
「
鍵
語

」
「
頁

」
「
燐
寸
」

カ
タ
ロ
グ

カ
ツ
ト

ガ
ラ
ス

キ
ー
ワ
ー
ド

ペ
ー
ジ

マ
ツ
チ

と
い
う
方
法
で
、
「
電
子
映
撮
機
」
な
ど
と
漢
字
で
表
記
す
る
試
み
は
如
何
な
も
の
か
…
…
。
写
真
撮
影
を
専
門
に
す

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

る
人
で
あ
る
「
写
真
家
」
で
、
そ
の
機
器
を
「
写
真
機
」
と
い
う
。
こ
の
語
を
「
カ
メ
ラ
」
と
カ
タ
カ
ナ
語
で
呼
称
す
る
よ
う

カ
メ
ラ
マ
ン

に
な
っ
た
の
は
、
せ
い
ぜ
い
三
十
七
年
前
の
こ
と
で
し
た
。
仕
事
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
に
使
え
る
時
間
を
意
味
す
る



「
余
暇
」
の
語
も
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
「
レ
ジ
ャ
ー
」
の
語
が
流
行
語
と
な
り
、
以
後
、
観
光
産
業
、
外
食
産
業
な
ど

の
「
レ
ジ
ャ
ー
産
業
」
が
隆
盛
を
極
め
て
今
日
到
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

実
際
に
広
告
媒
体
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
「
キ
イ
ポ
イ
ン
ト
は
経
験
」
〔
日
本
ユ
ニ
パ
ッ
ク
〕
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら

ノ
ウ
ハ
ウ

れ
て
い
ま
す
。

世
界
の
言
語
と
日
本
語

母
国
語
と
外
国
語

「
母
国
語
」
と
は
、
人
が
生
ま
れ
て
「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
も
」
と
い
う
諺
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
三
歳
ま
で
に
両
親
や

周
囲
の
大
人
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
ば
を
基
調
に
し
た
言
語
を
云
い
ま
す
。
実
際
に
は
、
十
二
歳
す
な
わ
ち
、
小
学
校

六
年
生
く
ら
い
ま
で
が
母
国
語
と
し
て
の
言
語
確
立
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
海
外
で
こ
の
時
代
を
過
ご
し
た
日
本

人
で
あ
る
帰
国
学
生
が
直
面
す
る
日
本
語
を
母
国
語
と
す
る
か
否
か
と
い
う
言
語
の
最
終
選
択
の
時
期
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

こ
こ
で
云
う
言
語
の
確
立
で
す
が
、
「
話
す
こ
と
」
か
ら
「
書
く
こ
と
」
ま
で
を
統
括
し
て
見
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
り
わ
け
、
「
書
く
こ
と
」
、
日
本
語
を
母
国
語
と
し
た
場
合
、
そ
の
表
記
文
字
と
は
「
漢
字
」
「
ひ
ら
が
な
」
「
カ
タ
カ

ナ
」
「
ロ
ー
マ
字
」
「
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
習
得
し
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
言
語
は
、
外
国
語
と
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
父
親
が
イ
タ
リ
ア
人
で
、
母
親
が
日
本
人
と
云
う
ケ
ー
ス
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
逆
も
あ
る

の
で
し
ょ
う
が
、
母
国
語
が
二
つ
あ
る
と
云
う
人
も
昨
今
少
な
く
無
い
の
で
す
。
こ
れ
を
応
用
し
て
云
え
ば
、
日
本
語

の
な
か
で
も
云
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
標
準
語
と
方
言
の
使
い
分
け
も
こ
れ
に
似
て
い
ま
す
。
沖
縄
の
人
が
「
ナ

ン
ク
ル
ナ
イ
サ
」
＝
「
何
と
か
な
る
さ
」
と
表
現
し
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
弘
前
の
人
が
、
富
山
の
人
が
、
徳
島
の
人

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
お
国
こ
と
ば
」
で
表
現
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
「
え
ら
い
」
は
、
関
東
の
方

と
関
西
の
方
と
で
は
そ
の
意
味
合
い
が
異
な
っ
た
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
「
お
っ
か
な
い
」
と
い
う
地
域
も
あ
る
。
「
ご
っ
つ
い
」
「
や
に
こ
い
」
「
わ
っ
ぜ
ー
か
」
「
大
し
た
」
と
お
国
こ
と
ば
で

表
現
し
ま
す
と
、
異
な
っ
た
地
域
の
人
に
は
た
ち
ま
ち
全
く
意
味
不
明
な
こ
と
ば
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

日
本
語
の
「
乾
杯
！
」
は
、
韓
国
語
で
は
「
コ
ン
ベ
イ
！
」
と
云
い
ま
す
。
同
じ
漢
字
か
ら
発
音
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
で

カ
ン
パ
イ

日
韓
に
お
け
る
漢
語
こ
と
ば
が
よ
り
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
と
き
で
も
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
語
で
「
プ
ロ
ー
ス

ト
！
（Pro

st!

）
」
。
イ
タ
リ
ア
語
で
は
「
サ
ル
ー
テ
ェ
！
」
と
云
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
、
「
レ
ハ
イ
ム
（lek

h
ai

m

）
」
と
い
う
の
が
日
本
語
の
「
乾
杯
！
」
の
意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
世
界
中
の
こ
と
ば
と
も
触
れ
合
う
機
会

カ
ン
パ
イ

が
訪
れ
る
こ
と
も
そ
う
遠
い
先
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
あ
な
た
の
足
下
に
近
づ
い
て
き
て
い
る
の
で
す
か
ら
…
…
。

英
語
が
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
？

使
用
者
人
数
と
人
口
数

エ
ス
キ
モ
ー
語
の
こ
と
ば
の
長
さ
一
番

「tusaa-
tsia-

ru
n
n
a-
n
n
git-

tu
aluu

-
ju
n
ga

」私
に
は
良
く
聞
こ
え
ま
せ
ん

日
本
漢
字
表
記
語
も
長
さ
一
番

「
東
京
都
世
田
谷
区
駒
沢
一
丁
目
駒
澤
大
学
」
と
云
う
「
場
所
」

「梅
ヶ
丘
高
架
下
放
置
自
転
車
等
保
管
所
」
と
云
う
「
場
所
」

都
道
府
県
名
の
長
さ
一
番
は
、
「
和
歌
山
県w

akayam
a

」
「
鹿
児
島
県kago

sh
im
a

」
「神
奈
川
県kan

agaw
a

」



※
〔
課
題
１
〕
「
國
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
拔
け
る
と
雪
國
だ
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
川
端
康
成
の
名
作
『
雪
國
』
の
冒

頭
文
で
す
。
こ
の
部
分
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
ど
う
読
む
の
か
ご
一
緒
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

《
回
答
そ
し
て
、
再
び
課
題
へ
》

文
学
作
品
で
も
読
み
方
ひ
と
つ
で
鑑
賞
内
容
が
変
容
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
川
端
康
成
の
名
作
『
雪
国
』
の
冒
頭
文
「
國
境

の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
拔
け
る
と
雪
国
だ
っ
た
…
」
の
「
國
境
」
を
字
音
で
「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
と
読
む
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
字
訓
で

「
く
に
ざ
か
ひ
」
と
読
む
こ
と
で
凡
て
が
和
文
調
の
凛
と
引
き
締
ま
っ
た
国
風
の
気
が
漂
い
、
仄
か
な
憧
憬
の
場
と
な
っ
て
読
む
人
の

こ
ゝ
ろ
に
響
き
わ
た
っ
て
い
き
ま
す
。
実
際
に
、
「
く
に
ざ
か
ひ
の

な
が
い

ト
ン
ネ
ル
を

ぬ
け
る
と

ゆ
き
ぐ
に

だ
っ
た
」
と

k
u

n
i

z
a

k
a

i
n

o
n

a
g

a
i

t
o

n
n

e
r

u
w

o
n

u
k

e
r

u
t

o
y

u
k

i
g

u
n

i
d

a
t

t
a

読
む
す
ば
ら
し
さ
に
出
会
え
る
の
で
す
。

で
す
が
、
作
家
川
端
康
成
は
、
「
國
境
」
と
「
雪
国
」
を
何
故
漢
字
で
表
記
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
和
語
読
み
に
す
る
熟
語
漢
字
の

二
文
字
が
茲
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
。
こ
の
両
語
を
字
音
と
字
訓
に
読
ん
で
し
ま
う
と
、
や
は
り
チ
ャ
ン
ポ
ン

感
が
漂
っ
て
し
ま
う
か
ら
不
思
議
な
感
を
覚
え
る
の
で
す
。

実
際
、
作
者
川
端
康
成
自
身
、
昭
和

年
の
「
夕
景
色
の
鏡
」
と
い
う
題
で
雑
誌
に
発
表
し
た
文
章
は
、
書
き
出
し
を
「
濡
れ
た

10

髪
を
指
で
さ
は
つ
た
。
―
そ
の
触
感
を
な
に
よ
り
も
覺
え
て
ゐ
る
、
そ
の
一
つ
だ
け
が
な
ま
な
ま
し
く
思
ひ
出
さ
れ
る
と
、
島
村
は

女
に
告
げ
た
く
て
、
汽
車
に
乘
つ
た
旅
で
あ
っ
た
」
で
昭
和

年
に
単
行
本
と
な
る
改
編
冒
頭
部
の
と
こ
ろ
は
、
「
國
境
の
ト
ン
ネ
ル

12

を
抜
け
る
と
、
窓
の
外
の
夜
の
底
が
白
く
な
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
字
音
で
「
コ
ッ
キ
ョ
ウ
」
と
読
ん
で
も
い
い
文

脈
表
現
で
す
。
決
定
版
で
こ
の
上
記
文
面
に
し
て
、
こ
の
書
名
と
な
る
「
ゆ
き
ぐ
に
」
と
い
う
読
み
か
ら
見
た
字
訓
漢
字
表
記
「
雪

國
」
と
い
う
熟
語
の
読
み
が
こ
の
冒
頭
の
「
國
境
」
の
読
み
を
変
容
さ
せ
た
の
で
は
と
私
な
り
に
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
後
に
、
「
驛
長
さ
あ
ん
、
驛
長
さ
あ
ん
、
」
と
い
う
呼
び
掛
け
声
の
女
性
人
物
の
名
は
、
「
駒
子
」
で
は
な
く
、
何
故
か

こ

ま

こ

「
葉
子
」
な
の
で
す
。
私
は
高
校
の
教
師
を
し
て
い
た
と
き
、
小
説
に
登
場
す
る
人
物
の
名
前
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

よ

う

こ

人
の
名
は
、
音
訓
混
用
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
中
、
こ
の
冒
頭
近
く
の
呼
び
掛
け
声
の
持
ち
主
を
な
ぜ
、
混
種
読
み
の
「
葉
子
」

と
云
う
名
に
し
た
の
か
？
。
そ
の
疑
問
を
抛
掛
け
て
お
き
ま
す
。

和
語
読
み
人
物
名
…
駒
子
。
聡
子
。
雅
子
。
定
子
。

こ

ま

こ

さ

と

こ

ま

さ

こ

さ

だ

こ

A

漢
語
読
み
人
物
名
…
〔
中
国
〕
孔
子
。
孟
子
。
老
子
。

こ

う

し

ま

う

し

ら

う

し

B

混
種
読
み
人
物
名
…
葉
子
。
陽
子
。
洋
子
。
京
子
。
優
子
。

え

う

こ

や

う

こ

よ

う

こ

き
や

う

こ

い

う

こ

C

《
余
談
》

こ
の
「
国
境
」
と
は
、
群
馬
県
（
上
野
國
）
と
新
潟
県
（
越
後
國
）
と
の
県
境
を
い
う
の
で

あ
り
、
「
上
越
国
境
」
と
表
現
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
「
長
い
ト
ン
ネ
ル
」
と
は
、
清
水
ト

ン
ネ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
清
水
隧
道
が
あ
る
湯
檜
曽
駅
～
土
樽
駅
間
を
複
線
化
す
る
に

あ
た
り
、
新
清
水
ト
ン
ネ
ル
が
切
削
さ
れ
、
一
九
六
七
年
か
ら
は
下
り
線
用
と
し
て
供

用
を
開
始
し
た
た
め
、
旧
来
の
清
水
ト
ン
ネ
ル
は
上
り
線
用
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
現
在

で
は
川
端
康
成
が
執
筆
し
た
当
時
の
清
水
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
て
「
雪
国
」
を
訪
れ
る
こ
と

は
残
念
な
が
ら
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

岩
波
文
庫
の
”
あ
と
が
き
”
に
川
端
康
成
本
人
が
書
い
て
い
ま
す
。
「
「
雪
国
」
は
昭
和
九

年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
四
年
間
に
書
い
た
。
年
齢
に
す
る
と
三
十
六
歳
か
ら
三
十
九
歳

で
、
三
十
代
後
半
の
作
品
で
あ
る
。
息
を
続
け
て
書
い
た
の
で
な
く
、
思
い
出
し
た
よ
う
に

書
き
継
ぎ
、
切
れ
切
れ
に
雑
誌
に
出
し
た
。
そ
の
た
め
の
不
統
一
、
不
調
和
は
い
く
ら
か

見
え
る
。
は
じ
め
は
『
文
芸
春
秋
』
昭
和
十
年
一
月
号
に
四
十
枚
は
ど
の
短
編
と
し
て
書

く
つ
も
り
、
そ
の
短
編
一
つ
で
こ
の
材
料
は
片
つ
く
は
ず
が
、
『
文
芸
春
秋
』
の
締
切
日
に



終
わ
り
ま
で
書
き
き
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
同
月
号
だ
が
締
切
の
数
日
お
そ
い
『
改
造
』
に
そ
の
続
き
を
書
き
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、

こ
の
材
料
を
扱
う
日
数
の
加
わ
る
に
つ
れ
て
、
余
情
が
後
日
に
の
こ
り
、
初
め
の
つ
も
り
と
は
ち
が
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

私
に
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
で
き
た
作
品
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
「
雪
国
」
の
は
じ
め
の
部
分
、
つ
ま
り
昭
和
十
年
一
月
号
の
『
文
芸

春
秋
』
と
『
改
造
』
と
に
出
し
た
部
分
を
書
く
た
め
に
、
私
は
こ
の
「
雪
国
」
の
温
泉
宿
へ
行
っ
た
。
そ
こ
で
自
然
と
「
雪
国
」
の
駒
子
に

も
ま
た
会
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。
は
じ
め
の
部
分
を
書
い
て
い
る
時
に
、
あ
と
の
ほ
う
の
材
料
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
ま
た
は
じ
め
の
部
分
を
書
い
て
い
る
時
に
、
お
し
ま
い
の
ほ
う
の
材
料
ほ
ま
だ
実
際
に
お
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
」
と
、
ご
自
身
が
記
述
し
い
て
い
ま
す
。

〈
原
稿
文
の
翻
刻
〉

雪
國

川
端
康
成
［
押
印
］

國
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
拔
け
る
と
雪
國
で
あ
つ

た
。
夜
の
底
が
白
く
な
つ
た
。
信
號
所
に
汽
車
が
止

ま
つ
た
。

向
側
の
座
席
か
ら
娘
が
立
つ
て
来
て
、
島
村
の
前

の
ガ
ラ
ス
窓
を
落
し
た
。
雪
の
冷
気
が
流
れ
こ
ん
だ
。

娘
は
窓
い
つ
ぱ
い
に
乗
り
出
し
て
、
遠
く
へ
叫
ぶ
や

う
に
、「

驛
長
さ
あ
ん
、
驛
長
さ
あ
ん
。
」

川
端
は
、
旧
漢
字
を
多
用
し
て
こ
の
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
る
。
だ
が
、
次
の
五
箇
所
は
何
故
か
旧
漢
字
を
用
い
な
い
で
表

現
し
て
い
る
。

※
①
「
シ
ン
ゴ
ウ
ジ
ヨ
」
を
「
信
號
所
」
で
表
記
。
「
信
號
處
」
と
は
し
な
い
。
※
「シ
ン
ゴ
ウ
シ
ヨ
」
と
も
。

※
②
「き
て
」
を
「
来
て
」
で
表
記
。
「
來
て
」と
は
し
な
い
。

※
③
「
レ
イ
キ
」
の
「
キ
」
を
「
気
」で
表
記
。

「
冷
氣
」
と
は
し
な
い
。

※
④
「
ま
ど
」
の
字
を
「
窓
」
で
表
記
。

「
窻
」
と
は
し
な
い
。

※
⑤
「
の
り
だ
し
」
の
「
の
り
」
を
「
乗
」
で

表
記
。
「
乘
」
と
は
し
な
い
。

岩
波
文
庫
ブ
ッ
ク
カ
バ
ー
に
、
こ
の
冒

頭
部
分
の
自
筆
原
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
見
て
字
音
読
み
の
語
を
拾

い
出
し
て
み
ま
す
と
、
「
信
號
所
」
「
汽
車
」

「
座
席
」
「
冷
気
」
「
い
っ
ぱ
い
」
「
驛
長
」
の
六

語
が
確
認
で
き
ま
す
。
字
訓
読
み
の
語
は
、

名
詞
類
…
「
夜
」
「
底
」
「
向
側
」
「
娘
」
「
島

村
」
「
前
」
「
雪
」
「
娘
」
「
窓
」
※
「
ガ
ラ
ス



窓
」
。
動
詞
類
…
「
拔
け
る
」
「
止
ま
っ
」
「
立
っ
て
來
」
「
落
し
」
「
流
れ
こ
ん
」
「
乗
り
出
し
」
「
叫
ぶ
」
。
形
容
詞
類
…
「
長
い
」
「
白
く
」

「遠
く
」と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
表
記
法
か
ら
川
端
康
成
自
身
の
書
記
技
法
を
見
つ
け
て
い
く
と
、
も
う
一
つ
「
ト
ン
ネ
ル
」
「
ガ
ラ
ス
窓
」
と
い
っ
た
カ
タ
カ
ナ

表
記
の
文
字
が
織
り
成
す
、
実
に
ハ
イ
カ
ラ
な
文
化
世
界
の
波
が
作
家
川
端
康
成
に
も
押
し
寄
せ
て
い
て
、
こ
の
二
語
の
カ
タ
カ
ナ

語
も
日
本
の
文
字
言
語
社
会
の
未
来
像
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
…
…
。
私
は
こ
の
よ
う
な
手
書
き
原
稿
の
も
つ
、

計
り
知
れ
な
い
文
章
表
現
の
奥
底
の
世
界
を
活
字
本
で
は
消
し
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
作
者
自
身
に
よ
る
手
書
き
文
字
表
記
に
よ

る
「
肉
筆
原
稿
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
少
し
ず
つ
切
り
拓
い
て
読
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
肉
筆
原

稿
の
公
開
資
料
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
諦
め
ず
に
見
て
き
ま
し
ょ
う
！
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《
補
足
》

※
『雪
国
』
に
関
す
る
研
究
論
文
や
文
献
資
料
の
目
録
は
、
未
発
表
な
の
で
し
ょ
う
か
？

論
文
名
に
、
「
雪
国
」
の
文
字
は
出
て
い
な
く
て
も
『
雪
国
』
に
関
す
る
重
要
な
こ
と
が
ら
を
発
信
し
て
い
る
資
料
を
含
め
た
目
録

を
想
定
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
必
要
で
す
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
資
料
に
目
を
馳
せ
て
完
璧
な
『
雪
国
』
に
関
す
る
研
究
論
文
や
文

献
資
料
の
総
目
録
を
完
成
し
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

昨
今
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
所
載
さ
れ
た
資
料
は
ま
だ
「
目
指
し
て
い
る
目
標
へ
の
過
程
」
で
あ
る
と
断
っ
て
作
成
を
目
指
す
べ
き
で

し
ょ
う
。
も
し
、
大
切
な
資
料
が
入
力
さ
れ
ず
に
総
目
録
が
構
築
さ
れ
る
と
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
な
き
に
し
も
あ

ら
ず
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
目
録
・
索
引
づ
く
り
は
軽
々
し
く
は
で
き
な
い
由
縁
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
に
、
古
典
文
学
作
品
と
の
関
係
が
あ
り
ま
す
。
『
雪
国
』
に
は
、
謡
曲
「
松
風
」
、
長
唄
「
勧
進
帳
」
、
『
北
越
雪
譜
』
、
芭

蕉
な
ど
の
名
前
や
「
民
謡
」
の
引
用
が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
ら
で
す
。
こ
う
し
て
、
日
本
文
学
の
基
調
さ

が
こ
の
作
風
の
な
か
に
融
合
し
、
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
氣
づ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ん
で
い
く
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
！


