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新
し
い
分
類

　

こ
れ
ま
で
一
般
的
だ
っ
た
「
尊
敬
・
謙
譲
・
丁

寧
」
と
い
う
三
分
類
に
対
し
て
、
平
成
十
九
年
度

文
化
審
議
会
答
申
「
敬
語
の
指
針
」
で
は
、
五
分

類
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

五
分
類
と
い
う
考
え
方
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、

敬
語
に
関
す
る
研
究
の
進
展
が
あ
り
ま
す
。
「
尊

敬
」
は
「
上
げ
る
」
こ
と
に
よ
る
敬
意
、
「
謙

譲
」
は
「
下
げ
る
」
こ
と
に
よ
る
敬
意
、
と
い
う

考
え
方
だ
っ
た
の
で
す
が
、
「
丁
重
語
」
の
存
在

を
指
摘
す
る
宮
地
裕
博
士
の
研
究
な
ど
で
、
敬
語

表
現
に
は
も
う
少
し
複
雑
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
三
分
類
か
ら
お
さ
ら
い
し
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
Ｘ
さ
ん
が
、

［
Ａ
と
い
う
人
物
が
Ｂ
と
い
う
人
物
に
会
う
］

と
い
う
こ
と
を
、
聞
き
手
に
伝
え
る
と
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
敬
意
の
関
係
に
よ
っ
て
、
表
現
は
さ

ま
ざ
ま
に
変
わ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

　

Ａ
さ
ん
が
Ｂ
に
お
会
い
に
な
る
。

と
言
え
ば
、
主
語
の
「
Ａ
さ
ん
」
が
高
く
待
遇
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
お
会
い
に
な
る
」
の

よ
う
に
主
語
を
高
め
た
り
、
「
Ａ
さ
ん
の
お
車
」

の
よ
う
に
持
ち
主
を
高
め
る
の
が
尊
敬
語
で
す
。

　

主
に
元
の
動
詞
に
「
お
〜
に
な
る
」「
ら
れ
る
」

を
付
け
て
表
現
し
ま
す
が
、
個
別
の
語
も
あ
り
ま

す
。「
ご
覧
に
な
る
」（「
見
る
」）、「
召
し
上
が
る
」

（「
食
べ
る
」「
飲
む
」）
な
ど
で
す
。

　

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
例
え
ば
「
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
は
、
「
行
く
」
の
尊
敬
語
で
あ
る
と
同
時
に
、

「
来
る
」
の
尊
敬
語
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
い

る
」
の
尊
敬
語
で
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
明

日
、
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
と
い
う
文
を
聞
け

ば
、
「
行
く
の
か
、
来
る
の
か
、
い
る
の
か
」
と

い
う
三
通
り
の
意
味
を
考
え
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
謙
譲
語
の
場
合
、

　

Ａ
が
Ｂ
さ
ん
に
お
会
い
す
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
動
き
の
相
手
で
あ
る
「
Ｂ
さ

ん
」
が
高
く
待
遇
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
Ｂ
さ
ん
は
Ａ
さ
ん
よ
り
も
高
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
同
時
に
話
し
手
よ
り
も
高
い
扱
い
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

「
お
目
に
か
か
る
」
（
「
会
う
」
の
謙
譲
語
）

な
ど
の
特
別
な
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

　

尊
敬
語
も
謙
譲
語
も
話
題
に
登
場
す
る
人
物
に

対
す
る
敬
語
で
、
例
え
ば
独
り
言
の
中
で
も
言
う

こ
と
が
で
き
ま
す
（
話
題
の
登
場
人
物
へ
の
敬
語
な

の
で
素
材
敬
語
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

　

丁
寧
語
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
聞
き
手
に
対
す

る
敬
語
で
、
「
で
す
、
ま
す
、
で
ご
ざ
い
ま
す
」
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学
習
指
導
要
領
が
新
し
く
な
っ
て
、
「
言
語
事

項
」
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に

関
す
る
事
項
」
と
な
り
ま
し
た
。

　

「
ア　

伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」

と
い
う
事
項
が
加
わ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
「
イ　

言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項
」
の
重
要

性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
「
言
葉
」
そ

の
も
の
に
対
す
る
理
解
は
、
新
た
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
は
も
ち
ろ
ん
、
あ

ら
ゆ
る
国
語
科
の
学
習
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
「
言
語
活
動
の
充
実
」
と
い
う
こ

と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
語
彙
力
の
不
足
、
不
十
分
な
構
文

能
力
な
ど
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
背
景
に
は
、
言
葉
と
触
れ
る
絶
対
的
な
機
会
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
し
た
小
話
、
小
さ
な
ゲ
ー

ム
も
大
切
な
学
力
の
基
礎
と
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
、
言
葉
の
お

も
し
ろ
さ
、
奥
深
さ
、
（
そ
し
て
、
怖
さ
に
も
）

触
れ
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。

　

今
特
集
で
は
、
敬
語
編
、
語
彙
・
文
字
編
、
文

法
編
、
と
い
う
よ
う
に
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
分

け
て
、
「
授
業
で
使
え
る
小
ネ
タ
」
、
「
実
は

ち
ょ
っ
ぴ
り
聞
き
た
か
っ
た
疑
問
点
」
、
「
言
葉

の
豆
知
識
」
「
ち
ょ
っ
と
し
た
活
動
案
」
な
ど
を

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
言
葉
の
怖
さ
に
ま
で
は
触

れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
言
葉
の
世
界
の
一
端
を

気
軽
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
し
、
明
日
の
授
業
に
活
か
し
て
い
た

だ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

す
っ
き
り
整
理
、
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な
ど
で
す
。
こ
れ
は
独
り
言
で
は
使
え
ず
、
聞
き

手
へ
の
敬
語
で
す
（
対
者
敬
語
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
）
。
国
語
科
の
学
習
で
は
最
も
早
く

か
ら
学
習
す
る
敬
語
で
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
の
基

本
で
す
。

　

丁
寧
語
を
使
っ
た
文
体
を
「
敬
体
」
、
そ
う
で

な
い
文
体
を
「
常
体
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
会
い
ま
す
」
の
よ
う
に
元
の
動
詞
に
「
ま
す
」

を
そ
の
ま
ま
く
っ
つ
け
た
り
、
名
詞
や
形
容
詞
な

ど
に
「
で
す
」
を
つ
け
た
り
し
ま
す
。

　

丁
寧
語
は
尊
敬
語
や
謙
譲
語
と
一
緒
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
Ａ
さ
ん
が
Ｂ

に
お
会
い
に
な
り
ま
す
」
「
Ａ
が
Ｂ
さ
ん
に
お
会

い
し
ま
す
」
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
三
分
類
に
加
え
て
、
美
化
語
、
丁
重
語

（
「
謙
譲
語
Ⅱ
」
と
も
）
と
い
う
敬
語
形
式
も
含

め
た
分
類
が
五
分
類
で
す
。

　

美
化
語
と
は
、
言
葉
を
美
し
く
言
う
と
い
う
機

能
だ
け
が
あ
る
表
現
で
、

　

お
ふ
ろ
に
入
っ
て
か
ら
、
お
茶
を
飲
む
。

の
「
お
ふ
ろ
」
や
「
お
茶
」
の
よ
う
な
表
現
で

す
。
光
村
図
書
の
中
学
校
の
教
科
書
で
は
以
前
か

ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
（
三
年
Ｐ
32
）
。
同

じ
「
お
〜
」
で
も
「
Ａ
さ
ん
の
お
車
」
と
い
う
と

き
に
は
、
相
手
の
持
ち
物
を
高
め
て
表
現
す
る
尊

　

た
だ
し
、
否
定
に
す
る
場
合
に
は
、
「
寒
く
な

い
で
す
」
の
ほ
か
に
、
「
な
い
＋
丁
寧
」
を
「
あ

り
ま
せ
ん
」
で
表
現
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
寒

く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
も
言
え
ま
す
。
で
き
る
だ
け

「
形
容
詞
＋
で
す
」
を
避
け
る
と
い
う
点
で
は

「
寒
く
あ
り
ま
せ
ん
」
の
方
が
洗
練
さ
れ
た
表
現

に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。
形
容
動
詞
の
場

合
の
、
「
好
き
で
は
な
い
で
す
」
と
「
好
き
で
は

あ
り
ま
せ
ん
」
も
同
じ
で
す
。

　
　
「
お
な
ら
」
の
語
源
は
？

　
　

「
お
な
ら
」
の
語
源
は
「
お
＋
鳴
ら
し
」
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
お
」
は
、
も
と
は
言

葉
を
き
れ
い
に
言
う
「
美
化
語
」
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
「
お
も
ち
ゃ
」
も
「
も
ち
あ
そ
び
」

に
「
お
」
が
つ
い
た
美
化
語
が
も
と
に
な
っ
て
い

る
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
現
代
語
で
は
、
い
ず
れ
も
「
お
」
の
結

び
つ
き
は
強
く
、
「
お
」
を
取
り
去
っ
た
「
な

ら
」
「
も
ち
ゃ
」
で
は
、
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。

そ
の
点
で
、
「
お
な
ら
」
の
「
お
」
や
「
お
も

ち
ゃ
」
の
「
お
」
は
、
も
は
や
敬
語
表
現
と
し
て

の
働
き
を
付
加
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
語
の
一

部
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
適

切
で
す
。

　
　「
寒
く
な
い
」
の
丁
寧
語
に
は
「
寒
く
あ
り
ま

せ
ん
」
と
「
寒
く
な
い
で
す
」
の
二
つ
が
あ
る
？

　
　

ど
ち
ら
も
正
し
い
表
現
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
形
容
詞
は
も
と
も
と
「
で
す
」
が
つ
き
に

く
い
と
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す
。
「
寒
い
で
す
」

の
「
で
す
」
は
「
本
で
す
」
の
「
で
す
」
と
は
働

き
が
違
う
か
ら
で
す
。

　

こ
れ
は
「
で
す
」
を
「
だ
」
に
変
え
て
み
る
と

わ
か
り
ま
す
。
「
本
で
す
」
は
「
本
だ
」
に
な
り

ま
す
が
、
「
寒
い
で
す
」
は
「
寒
い
だ
」
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
「
寒
い
で
す
」
の
「
で
す
」
に
は
丁

寧
に
す
る
と
い
う
働
き
し
か
な
く
、
断
定
の
意
味

は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
ほ
か
に

言
い
よ
う
も
な
い
の
で
（
「
寒
う
ご
ざ
い
ま
す
」

だ
と
丁
寧
す
ぎ
ま
す
）
、
「
寒
い
で
す
」
と
い
う

表
現
は
普
通
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

敬
語
と
な
る
の
に
対
し
て
、
「
お
ふ
ろ
」
「
お

茶
」
は
誰
を
尊
敬
し
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
ふ
ろ
」
「
茶
」
と
言
え
ば
や
や
乱
暴
に
聞
こ
え

る
の
を
「
お
」
を
つ
け
て
き
れ
い
な
言
葉
遣
い
と

し
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

き
れ
い
な
言
葉
遣
い
と
い
う
こ
と
は
す
べ
て
の

敬
語
に
共
通
す
る
の
で
す
が
、
い
わ
ば
そ
の
特
徴

だ
け
を
持
っ
て
い
る
の
が
美
化
語
だ
と
い
え
ま
す
。

　

丁
重
語
（
謙
譲
語
Ⅱ
）
と
は
、
丁
寧
語
と
一
緒

に
使
わ
れ
、
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
表
す
も
の

で
す
。
例
え
ば
、

　

私
た
ち
が
連
絡
い
た
し
ま
す
。

な
ど
の
「
い
た
す
」
の
部
分
が
こ
れ
に
当
た
り
ま

す
。
基
本
的
に
「
ま
す
」
と
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ

と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

存
じ
ま
す
（
存
ず
る
）　

申
し
ま
す
（
申
す
）

　

参
り
ま
す
（
参
る
）　
　

お
り
ま
す
（
お
る
）

な
ど
も
そ
う
で
す
。

　

こ
の
丁
重
語
の
注
意
点
は
、
主
語
が
一
段
下
げ

た
言
い
方
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

お
客
様
が
い
た
し
ま
す
か
。

の
よ
う
に
言
う
と
「
お
客
様
」
を
立
て
た
表
現
に

は
な
ら
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

「
弊
社
」
な
ど
も
こ
こ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
専
門
的
に
は
こ
の
丁
重
語
と
い
う
呼
び

方
が
普
通
で
す
が
、
従
来
は
謙
譲
語
に
入
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
「
敬
語
の
指
針
」
で
は
、
「
謙
譲

語
Ⅱ
（
丁
重
語
）
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
聞
き
手

に
対
す
る
敬
意
を
表
す
「
謙
譲
語
Ⅱ
」
に
対
し
て
、

話
題
の
登
場
人
物
間
の
待
遇
を
表
す
従
来
の
謙
譲

語
は
「
謙
譲
語
Ⅰ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

敬
語        

＆       

コ
ー
ナ
ー

　
　
過
剰
敬
語
（
二
重
敬
語
）
と
は
？

　
　

「
先
生
が
お
話
し
に
な
ら
れ
る
」
の
よ
う
な

形
で
す
。
「
先
生
が
お
話
し
に
な
る
」
に
、
さ
ら

に
「
ら
れ
る
」
を
つ
け
た
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
実
際
の
受
け
取
り
方
は
少
し
違
う
よ

う
で
、
気
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

　

な
お
、
「
研
究
し
て
い
る
」
に
対
し
て
、
「
研

究
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
は
、
「
研
究
す

る
」
「
て
い
る
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
敬
語
に
な
っ
た

形
な
の
で
、
少
し
重
複
感
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
二
重
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、

「
研
究
な
さ
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
動
詞
（
尊
敬

語
）
＋
て
い
る
」
と
、
「
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
」
と
い
う
「
動
詞
＋
て
い
る
（
尊
敬
語
）
」
と

い
う
表
現
の
両
方
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
も
可

能
で
す
（
前
者
の
ほ
う
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
す
）
。

Q

Q

A

A

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

だ
れ
を
高
め
た
表
現
か
な
？

QA

QA

0607

五
分
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語　
　
　

例

三
分
類

尊
敬
語

お
（
ご
）
〜
に
な
る
、
〜
な
さ
る
、
〜
ら
れ
る
、
お
（
ご
）
＋
名
詞

尊
敬
語

謙
譲
語
Ⅰ

お
（
ご
）
〜
す
る
、
〜
申
し
上
げ
る
、
う
か
が
う　

な
ど

謙
譲
語

謙
譲
語
Ⅱ（
丁
重
語
）
い
た
す
、
存
ず
る
、
申
す
、
お
る　

な
ど
（「
ま
す
」
と
一
緒
に
使
う
）

丁
寧
語

で
す
、
ま
す
、
で
ご
ざ
い
ま
す

丁
寧
語

美
化
語

お
＋
名
詞

■
五
種
類
の
敬
語
を
使
っ
た
文

　
　
　
　
　
　
　

  

美
化
語　

  

尊
敬
語　
　

  

謙
譲
語　

尊
敬
語　
　

    

謙
譲
語　

   

丁
重
語 

丁
寧
語

先
生
が
大
先
生
に　

お
茶  

と  

ご
著
書  

を  

差
し
上
げ   

ら
れ  

た
と  

う
か
が
っ  

て  

お
り   

ま
す
。

お
わ
た
し
す
る

わ
た
さ
れ
る

お
わ
た
し
に
な
る

さ
し
あ
げ
る

※
美
化
語
を
三
分
類
の
丁
寧
語
に
含
め
な
い
考
え
方
も
あ
る
。
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れ
ば
間
違
っ
た
取
り
違
え
で
す
が
、
広
く
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。

　

「
事
物
を
し
っ
か
り
完
成
さ
せ
る
た
め
の
最
後

の
仕
上
げ
」
を
表
す
「
画
竜
点
睛
」
も
「
画
竜
点

晴
」
と
書
く
人
が
あ
り
ま
す
。
「
睛
」
は
「
ひ
と

み
」
で
す
が
、
「
晴
」
と
い
う
字
に
似
て
い
る
か

ら
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
伝
統
的
な
言
葉
の
使
い

方
か
ら
す
れ
ば
間
違
い
で
す
が
、
常
用
漢
字
に

「
睛
」
が
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
広
く
使
わ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
表
記
と
い
え
ま
す
。

 

「
雰
囲
気
」は「
ふ
い
ん
き
」？

 

「
ふ
ん
い
き
」？

　

言
葉
の
勘
違
い
と
い
う
点
で
は
、
音
の
入
れ
替

わ
り
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
山
茶
花
」
は

「
さ
ざ
ん
か
」
と
読
み
ま
す
が
、
本
来
は
「
さ
ん

ざ
か
」
で
す
。
ち
ょ
う
ど
漢
字
の
音
読
み
を
対
応

さ
せ
て
い
く
と
そ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

音
の
転
倒
で
「
さ
ん
ざ
か
」
が
「
さ
ざ
ん
か
」
に

な
っ
た
の
で
す
。
歌
に
も
出
て
く
る
言
葉
で
す
が
、

む
し
ろ
現
代
で
は
「
さ
ざ
ん
か
」
が
普
通
の
言
い

方
で
す
。

　

音
の
転
倒
と
い
う
例
で
は
、
「
新
た
」
と
「
新

し
い
」
も
そ
う
で
す
。
「
新
」
は
「
あ
ら
た
し
」

が
本
来
の
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
が
「
あ
た
ら
し
」

に
な
っ
た
も
の
で
す
。
「
あ
た
ら
し
」
は
本
来
は

「
惜
し
い
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。

　

「
雰
囲
気
」
を
「
ふ
い
ん
き
」
と
言
っ
て
い
る
人

を
と
き
ど
き
見
受
け
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
在
、
ま

だ
誤
り
の
意
識
が
あ
る
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

た
だ
、
こ
れ
か
ら
何
十
年
か
経
つ
と
、
「
ふ
い
ん

き
」
の
方
が
市
民
権
を
も
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

言
葉
の
歴
史
に
は
い
ろ
い
ろ
な
勘
違
い
も
あ
り

ま
す
。

 

「
何
」
を
な
ん
と
読
む
？

　

「
何
」
と
い
う
字
で
す
が
、
「
な
に
」
と
も

「
な
ん
」
と
も
読
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
何
と

言
う
の
」
と
い
う
と
き
、
「
な
に
」
で
も
「
な

ん
」
で
も
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

「
何
時
」
「
何
円
」
「
何
軒
」
な
ど
と
い
う
場
合
、

「
な
に
」
と
読
む
の
は
間
違
い
で
す
。
数
字
が
入

る
場
合
に
は
「
な
ん
」
と
し
か
読
め
な
い
よ
う
で

す
。
例
え
ば
「
何
人
」
は
「
な
に
」
と
読
む
の
か

「
な
ん
」
と
読
む
の
か
で
、
意
味
が
違
い
ま
す
。

「
な
に
じ
ん
」
だ
と
国
を
聞
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
「
な
ん
に
ん
」
だ
と
人
数
を
聞
く
こ
と
に
な

る
か
ら
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
「
何
て
こ
っ
た
！
」
で
は
「
な

ん
」
、
「
何
者
だ
」
で
は
「
な
に
」
と
い
う
よ
う

に
、
語
に
よ
る
読
み
方
の
慣
用
的
な
違
い
も
あ
り

ま
す
。

せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
熟
字
訓
、
生
徒
た
ち
に
身
近
な
も

の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。
ゲ
ー

ム
感
覚
で
楽
し
む
こ
と
も
、
言
葉
や
表
記
に
対
す

る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

【
例
】
案か

か

し
山
子
、
神か
ぐ
ら楽
、
胡く
る
み桃
、
木こ
だ
ま霊
、
河か
っ
ぱ童
、 

　
　
　

秋さ

ん

ま
刀
魚
、
松た
い
ま
つ明
、
足た

び袋
、
心
と
こ
ろ
て
ん太、
土も
ぐ
ら竜
、

　
　
　

浴ゆ
か
た衣
、
行ゆ
く
え方

  

広
く
使
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、

  

本
来
は
「
漢
」
違
い
？

　

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
「
手
へ
ん
」
と

「
土
へ
ん
」
は
違
い
ま
す
。
例
え
ば
「
掘
る
」
は

前
者
、
掘
っ
て
で
き
た
「
堀
」
は
後
者
で
す
。
し

か
し
、
「
手
へ
ん
」
と
「
土
へ
ん
」
の
混
同
が
広

く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
例
が
「
独
壇
場
」
。
「
投
手
交
代
で
彼
が
投
げ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
す
っ
か
り
彼
の
独
壇

場
で
、
た
ち
ま
ち
ゲ
ー
ム
を
制
し
た
」
の
よ
う

に
、
「
あ
る
人
が
思
い
の
ま
ま
に
活
躍
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
表
す
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は

本
来
は
「
独
擅
場
」
。
「
ほ
し
い
ま
ま
」
と
い
う

「
擅せ
ん

」
が
、
よ
く
使
わ
れ
る
「
壇
」
に
勘
違
い
さ

れ
た
の
で
す
。
一
人
で
壇
の
上
に
上
が
っ
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
な
解
釈
も
で
き
そ
う
だ
か
ら
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
伝
統
的
な
言
葉
の
使
い
方
か
ら
考
え

ま
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
何
か
し
っ
く
り
こ
な
か
っ

た
、
と
い
う
子
ど
も
た
ち
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
そ
の
感
覚
は
正
し
い
と
言
え
ま
す
。

　

さ
て
、
中
に
は
変
わ
っ
た
背
景
を
も
っ
た
熟
字

訓
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
「
春
日
」
は
、
「
は

る
ひ
」
が
「
か
す
か
」
に
か
か
る
枕
詞
と
い
う
こ

と
か
ら
で
き
た
読
み
方
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
春
の

日
は
か
す
ん
で
か
す
か
に
な
る
か
ら
で
し
ょ
う

か
。
「
春
日
」
を
「
か
す
が
」
と
読
む
と
こ
ろ
に
、

ち
ょ
っ
と
し
た
趣
を
感
じ
ま
す
。
「
飛
鳥
」
も
同

様
。
「
飛
ぶ
鳥
の
」
が
「
明
日
香
（
あ
す
か
）
」

と
い
う
地
名
に
か
か
る
枕
詞
で
、
そ
こ
か
ら
「
飛

鳥
」
を
「
あ
す
か
」
と
読
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
す
。

　

も
と
も
と
古
い
日
本
語
に
は
字
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
日
本
語
と
い
う
言
葉
と
漢
字
と
の
つ
き

あ
い
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
背
景
が
あ
り
、
そ
れ
を

た
ど
る
こ
と
も
楽
し
い
学
習
に
な
る
か
も
し
れ
ま

  

春
日
は
な
ぜ「
カ
ス
ガ
」？

　

漢
字
の
訓
読
み
と
は
日
本
語
の
「
意
味
」
に
よ

る
読
み
方
で
す
。
訓
読
み
に
は
、
熟
字
訓
と
言
わ

れ
る
よ
う
な
、
語
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
特
別
な
読

み
方
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
土つ
く
し筆
」
は

土
か
ら
生
え
た
と
こ
ろ
が
筆
の
よ
う
に
見
え
る
植

物
で
す
。
そ
れ
で
「
土
筆
」
と
い
う
漢
字
を
あ
て

ま
す
が
、
言
葉
は
そ
の
ま
ま
「
つ
く
し
」
と
読
む

の
で
す
。
「
く
ら
げ
」
を
「
海
月
」
や
「
水
母
」

と
書
く
の
も
同
様
で
す
。
こ
う
し
た
例
は
ク
イ
ズ

で
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
時
計
」
も
「
と
け
い
」
と
読
む
の
は
熟
字
訓

で
、
「
計
」
は
「
け
い
」
と
い
う
音
読
み
を
持
っ

て
い
ま
す
が
、
「
時
」
そ
の
も
の
も
の
は
「
と
」

と
は
読
み
ま
せ
ん
。
意
味
が
ぴ
っ
た
り
な
の
で
気

づ
き
に
く
い
の
で
す
が
、
も
と
は
「
土
圭
」
な
ど

と
書
い
た
言
葉
の
熟
字
訓
で
、
い
わ
ば
漢
字
が
入

れ
替
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
時
計
」
を
「
と
け

い
」
と
読
む
と
教
え
ら
れ
て
、
「
じ
け
い
」
と
読

  
漢
字
を

       
楽
し
も
う

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

語
彙
・
文
字
編

0809

　
す
き
ま
の
時
間
な
ど
に
、
漢
字
の
ゲ
ー
ム

を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
辞
典
を
使
っ
て
、
知

ら
な
い
言
葉
や
漢
字
と
出
会
わ
せ
る
の
も
い

い
で
す
ね
。

ど
れ
だ
け
続
け
ら
れ
る
か
な
？

❶ 

同
じ
読
み
を
持
つ
漢
字
（
漢
語
）
を

　 

集
め
よ
う
ゲ
ー
ム

【
　
か
い
　
】
界
会
回
海
解
貝
怪
快
戒
壊
…

【
　
せ
ん
　
】
線
千
戦
選
船
繊
泉
銭
先
専
…

【
こ
う
か
ん
】
交
換
、
高
官
、
鋼
管
、
交
歓
、

　
　
　
　
　 

好
感
、
向
寒
、
公
館
、
交
感
、

　
　
　
　
　 

校
勘
…

【
せ
ん
こ
う
】
選
考
、
専
攻
、
線
香
、
潜
行
、

　
　
　
　
　 

閃
光
、
専
行
、
先
攻
、
選
鉱
、

　
　
　
　
　 

戦
功
…

❷ 

漢
字
し
り
と
り
、

　 

漢
語
し
り
と
り
ゲ
ー
ム

・
留
学
→
学
習
→
習
字
→
字
体
→
体
育
→
…
…

・
入
館
制
限
→
制
限
時
間
→
時
間
短
縮
→
…
…

❷ 

熟
語
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル

　
書
籍
や
雑
誌
な
ど
の
例
を
参
考
に
し
な
が

ら
、
ク
ラ
ス
の
実
態
に
合
わ
せ
て
作
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。
作
る
楽
し
さ
（
苦
し
さ
？
）

も
味
わ
え
ま
す
よ
。
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う
形
に
も
な
る
。

　

■ 

形
容
動
詞

　

き
れ
い
だ
、
変
だ
、
奇
妙
だ
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
だ
」
、
次
に
名
詞
が
く

　

れ
ば
「
〜
な
」
と
な
る
。

　

ち
な
み
に
、
現
代
語
で
は
動
詞
の
言
い
切
り
は

「
ウ
」
段
の
音
で
す
が
、
古
典
語
で
は
違
い
ま
す
。

例
え
ば
「
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
終
止
形
が
イ
段

の
音
の
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

体
言
と
用
言
と
は
、
主
語
・
述
語
の
関
係
に
か

か
わ
る
概
念
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
連
体
修

飾
と
連
用
修
飾
と
い
う
関
係
づ
け
が
ポ
イ
ン
ト
に

な
り
ま
す
。

　

● 

連
体
修
飾

　

「
体
言
」
に
「
連
な
る
」
、
つ
ま
り
名
詞

　

を
修
飾
す
る
こ
と
。

　

白
い
＋
雪
、
歩
く
＋
人
、
変
な
＋
服
装

　

● 

連
用
修
飾

　

「
用
言
」
に
「
連
な
る
」
、
つ
ま
り
述
語

　

を
修
飾
す
る
こ
と
。

　

さ
っ
さ
と
→
歩
く
、
ず
い
ぶ
ん
→
歩
く
、　

　

た
ぶ
ん
→
歩
く
、

ご
は
ん
を
→
食
べ
る

　

こ
こ
で
の
「
修
飾
」
と
い
う
概
念
は
実
は
難
し

い
の
で
す
が
、
素
朴
に
、
ど
の
言
葉
に
関
連
し
て

い
る
か
、
つ
な
が
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
関
係
で

考
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日

本
語
で
は
言
葉
の
つ
な
が
り
方
に
よ
っ
て
形
が
変

る
か
述
語
に
な
る
か
と
い
う
考
え
方
で
す
か
ら
、

文
の
構
造
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
当
然
、
体
言
、
用
言
、
そ
れ
以
外
の
言

葉
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
て
い
く
と
、
こ
れ
は

品
詞
の
理
解
に
も
役
立
ち
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
連

体
形
」
「
連
用
形
」と
い
う
形
が
あ
る
よ
う
に
、

「
体
言
」
「
用
言
」
と
い
う
こ
と
は
、
活
用
形
の

学
習
に
も
関
連
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
体

言
と
用
言
と
い
う
概
念
が
理
解
で
き
れ
ば
、
学
習

の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
す
。

　

で
は
具
体
的
に
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

ま
ず
、
体
言
と
は
名
詞
の
こ
と
。
主
語
に
な
れ

る
言
葉
と
し
て
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
ま
す
。
形
の

上
で
は
「
〜
が
」
「
〜
の
」
と
い
う
形
に
な
る
な
ら

体
言
、
す
な
わ
ち
名
詞
だ
と
一
応
言
え
ま
す
。
主

語
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
助
動
詞
の
「
だ
」
「
で

す
」を
く
っ
つ
け
る
と
、
名
詞
も
述
語
に
な
れ
ま
す
。

　

用
言
と
は
そ
れ
だ
け
で
述
語
に
な
れ
る
言
葉
の

こ
と
で
す
。
品
詞
と
し
て
は
三
つ
の
種
類
が
あ
り
ま

す
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

■ 

動
詞

　

歩
く
、
走
る
、
す
る
、
着
る
、
消
え
る
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
ウ
」
段
の
音
。

　

■ 

形
容
詞

　

白
い
、
明
る
い
、
楽
し
い
…

　

言
い
終
わ
り
は
「
い
」
。
「
〜
く
」
と
い

 

「
体
言
」と「
用
言
」が
わ
か
る
と

　
文
法
が
わ
か
り
や
す
く
な
る

　

「
名
詞
」
「
動
詞
」
な
ど
の
言
葉
に
比
べ
、

「
体
言｣

「
用
言
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
が
わ
か

り
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
個
人
的
な

話
で
恐
縮
で
す
が
、
私
が
中
学
生
の
と
き
「
体

言
」
と
「
用
言
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
理
解
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
は
背
景
も
あ
り
ま
す
。
「
名
詞
」
「
動

詞
」
な
ど
の
用
語
は
西
洋
の
文
法
を
翻
訳
し
て
で

き
た
用
語
で
す
。
英
語
な
ど
の
外
国
語
を
学
ぶ
場

合
な
ど
に
「
名
詞
」
「
動
詞
」
と
い
う
言
葉
は
よ

く
耳
に
し
ま
す
。
一
方
、
「
体
言
」
「
用
言
」
は

古
く
か
ら
の
日
本
の
言
葉
で
す
。
華
道
な
ど
で

「
体
」
「
用
」
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
日
常
の
学
校
生
活
で
は
あ

ま
り
触
れ
な
い
言
葉
で
す
。

　

し
か
し
、
「
体
言
」
「
用
言
」
は
、
主
語
に
な

わ
る
言
葉
が
あ
り
（
活
用
語
）
、
そ
れ
に
は
連
体

形
と
い
う
形
と
連
用
形
と
い
う
代
表
的
な
形
が
あ

る
、
と
言
え
ま
す
。

　

た
だ
し
、
連
用
修
飾
の
場
合
、
「
ご
は
ん
を
」

の
よ
う
に
い
わ
ば
「
目
的
語
」
扱
い
の
も
の
と
、

「
た
ぶ
ん
」
の
よ
う
な
述
べ
方
の
注
釈
を
す
る
も

の
、
「
さ
っ
さ
と
」
な
ど
様
子
を
表
す
も
の
、
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
は
質
的
な
違
い
が
あ

り
ま
す
。

　

連
体
修
飾
と
連
用
修
飾
と
は
、

　

き
れ
い
な　

泳
ぎ
方
／
き
れ
い
に　

泳
ぐ  

の
よ
う
に
、
表
現
が
対
応
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
う
し
た
例
も
学
習
上
利
用
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

体
言
、
用
言
、
連
体
修
飾
、
連
用
修
飾
が
押
さ

え
ら
れ
る
と
、
品
詞
も
次
の
よ
う
に
少
し
違
う
形

で
整
理
で
き
ま
す
。
品
詞
分
類
を
こ
の
形
で
組
み

直
す
の
も
一
つ
の
学
習
と
し
て
有
効
で
す
。

文
法
教
育
の

      
難
所
越
え

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ナ
ー

　
次
は
西
村
府
子
先
生
（
京
都
教
育
大
学
大
学

院
生
・
京
都
市
立
陶
化
中
学
校
教
諭
）
の
提
案

例
を
も
と
に
考
え
た
も
の
で
、
表
現
技
巧
に
も

関
連
し
ま
す
。

▼
唱
歌
「
と
ん
び
」
を
例
に
し
た
活
用
の
学
習

　

一
、
飛
べ
飛
べ
と
ん
び
空
高
く

　
　
　

鳴
け
鳴
け
と
ん
び
青
空
に　
（
以
下
略
）

　

二
、
飛
ぶ
飛
ぶ
と
ん
び
空
高
く

　
　
　

鳴
く
鳴
く
と
ん
び
青
空
に　
（
以
下
略
）

　
こ
の
歌
詞
は
、一
番
で
は
、「
飛
べ
」「
鳴
け
」と
、

命
令
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、
生
徒

た
ち
も
す
ぐ
に
「
命
令
形
」
で
あ
る
こ
と
や
文

の
意
味
も
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　
二
番
で
は
「
飛
ぶ
」「
鳴
く
」
と
連
体
形
な
い

し
終
止
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
意

味
と
活
用
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
に
考
え
さ
せ
ま

す
。

　
連
体
形
だ
と
「
空
高
く
」
の
後
は
省
略
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
な
り
、「
飛
ん
で
い
る
と
ん
び
」

と
い
う
名
詞
終
わ
り
の
表
現
に
な
り
ま
す
。

　
終
止
形
だ
と
「
空
高
く
」
は
「
飛
ぶ
」
を
倒

置
し
て
修
飾
す
る
形
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
標
語
、
歌
、
広
告
コ
ピ
ー
な

ど
の
身
の
回
り
の
表
現
か
ら
文
法
を
考
え
る
の

も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
ふ
だ
ん
か
ら
気
に
な

る
表
現
な
ど
メ
モ
し
て
お
い
て
、
生
徒
た
ち
と

一
緒
に
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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活
用
す
る（
述
語
で
い
ろ
い
ろ
な
使
わ
れ
方
が
あ
る
）

活
用
し
な
い　
　
　
　
　

付
属
語

助
動
詞

助　

詞　
　
　
　
　

 　
　

自
立
語

動　

詞（
ウ
段
）

形
容
詞（
い
）　　

 　
　
　

用
言
＝
述
語
に
な
る 

形
容
動
詞（
だ
／
な
〜
）   

名　

詞（
が
／
の
〜
）

   

体
言
＝
主
語
に
な
る

連
体
詞
＝
連
体
修
飾

副　

詞
＝
連
用
修
飾

接
続
詞
＝
接
続
関
係

感
動
詞
＝
独
立
し
て
使
う

★
先
生
を
困
ら
せ
る
文
法
の
例
外

　

文
法
に
は
様
々
な
例
外
も
あ
る
と
い
う
の
が
事
実

で
す
。
例
え
ば
「
同
じ
だ
」
は
「
変
だ
」
と
よ
く
似

て
い
て
形
容
動
詞
の
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、「
同
じ

な
」
と
い
う
連
体
形
が
な
か
っ
た
り
、「
同
じ
く
」
と

い
う
ま
る
で
形
容
詞
の
よ
う
な
形
が
あ
っ
た
り
し
ま

す
（
古
く
は
「
同
じ
い
」
と
い
う
形
も
あ
り
ま
し
た
）。




