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の
」
と
い
う
日
本
語
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
も
の
」
は
精
霊
、
霊
的
な
も
の
の
意
味
で
す
。
つ
ま
り
精
霊
の
世
界
、
お
化
け
の
世
界
を
よ
く

知
っ
て
い
る
者
が
「
も
の
知
り
」
で
す
。

白
川
静
さ
ん
の
日
本
語
の
語
源
字
書
『
字
訓
』
に
よ
る
と
、「
も
の
」
は
、
人
が
感
知
し
認
識
で
き
る

も
の
は
も
と
よ
り
、
感
覚
を
超
え
て
存
在
す
る
超
自
然
的
な
も
の
を
も
含
め
て
、
物
一
般
を
さ
す
言
葉
で

す
。『
字
訓
』
の
各
項
目
に
は
、
そ
の
日
本
語
を
表
す
漢
字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
も
の
」
の
項
に
は

「
物
・
者
・
鬼
」
が
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り

日
本
で
は
「
鬼
」
も
「
も
の
」
で
、
精
霊
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
も
の
知
り
」
と
は
、
霊
の

世
界
の
こ
と
を
よ
く
知
る
「
鬼も

の

知し
り

」
の
こ
と
で
し

た
。
現
在
の
「
も
の
知
り
」
は
、
ひ
ろ
く
物
事
を

知
っ
て
い
る
博
識
な
学
者
ら
の
こ
と
で
す
が
、
昔

は
陰お

ん

陽み
ょ

師う
じ

の
こ
と
な
ど
も
意
味
し
ま
し
た
。

『
も
の
の
け
姫
』
の
「
も
の
の
け
」
の
ほ
う
は

「
物
の
怪け

」
な
ど
と
も
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
人

に
と
り
憑つ

い
て
悩
ま
し
、
病
気
に
し
た
り
、
死
に

白
川
静
さ
ん
は
『
字
統
』
や
『
字
通
』
と
い
っ
た
大
部
な
漢
字
字
書
を
一
人
で
書
い
て
し
ま
っ
た
漢
字

学
の
大
家
で
、「
最
後
の
碩せ

き

学が
く

」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。「
碩
学
」
と
は
学
問
を
広
く
深
く
知
っ
て
い
る
大
学

者
の
意
味
で
、
と
て
も
博
識
な
「
も
の
知
り
」
の
人
の
こ
と
で
す
。

そ
の
白
川
静
さ
ん
は
『
万
葉
集
』
な
ど
を
研
究
す
る
国
文
学
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
『
字

訓
』
と
い
う
日
本
語
の
語
源
に
つ
い
て
考
察
し
た
厚
い
字
書
も
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
白
川
静
さ
ん

の
研
究
を
も
と
に
し
て
、
現
代
語
の
中
に
脈
々
と
生
き
続
け
る
日
本
語
の
体
系
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て

紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

宮
崎
駿
監
督
の
ア
ニ
メ
映
画
『
も
の
の
け
姫
』
を
見
た
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
こ
の
本
の
最

初
は
「
も
の
の
け
姫
」
の
「
も
の
の
け
」
と
白
川
静
さ
ん
の
よ
う
な
「
も
の
知
り
」
に
共
通
す
る
「
も

1.

も
の
し
り 

と 

も
の
の
け

お
化
け
よ
く
知
る
、
も
の
知
り
─
─
日
本
語
の
体
系
的
な
つ
な
が
り
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天
皇
の
親
衛
軍
を
率
い
た
、
こ
の
「
も
の
の
べ
し
」
も
、
元
々
は
精
霊
を
つ
か
さ
ど
り
、
邪
悪
な
霊
を
祓

う
の
が
職
務
の
集
団
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
、「
も
の
」
と
い
う
言
葉
が
関
係
し
て
い
て
、
私
た
ち
が
日
ご
ろ
使
う
も
の
に
「
物
語
」
が

あ
り
ま
す
。
前ま

え

田だ

富と
み

祺よ
し

監
修
『
日
本
語
源
大
辞
典
』
に
よ
り
ま
す
と
、
動
詞
の
「
も
の
が
た
る
」
は
中
世

以
降
に
み
ら
れ
る
言
葉
な
の
で
、「
も
の
が
た
り
」
を
「
も
の
が
た
る
」
の
名
詞
形
と
考
え
る
よ
り
、
奈

良
時
代
に
成
立
し
て
い
た
「
か
た
る
」
の
名
詞
形
「
か
た
り
」
に
「
も
の
」
を
付
け
て
、
あ
る
種
の
「
語

り
」
を
区
別
す
る
た
め
に
成
立
し
た
と
考
え
る
べ
き
言
葉
の
よ
う
で
す
。
そ
の
「
も
の
が
た
り
」
と
い
う

言
葉
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

さ
ら
に
「
も
の
」
は
「
鬼
」「
霊
」
な
ど
霊
力
を
も
っ
た
も
の
を
言
い
、「
も
と
は
超
現
実
の
世
界
を
語

る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
」
と
『
日
本
語
源
大
辞
典
』
は
記
し
て
い
ま
す
。「
物
語
」
の
「
も
の
」
も
霊

や
お
化
け
に
関
係
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

最
後
に
漢
字
の
「
物
」
に
つ
い
て
も
、
少
し
だ
け
紹
介
し
て
お
き
ま
す
と
、
こ
れ
は
「
牛
」
の
毛
の
色

に
つ
い
て
の
文
字
で
す
。「
物
」
は
雑
色
の
牛
の
こ
と
で
、
古
代
中
国
で
は
牛
の
毛
の
色
、
つ
ま
り
「
物

色
」
で
吉
凶
を
占
っ
た
と
『
字
訓
』
に
白
川
静
さ
ん
は
記
し
て
い
ま
す
。

い
た
ら
せ
た
り
す
る
死し

霊り
ょ
う

、
生
き
霊
、
妖
怪
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
が
と
り
憑
い
て
祟た

た

る
こ
と

を
言
い
ま
す
。
こ
の
「
も
の
」
も
霊
の
こ
と
で
す
。「
け
」
は
病
気
の
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
も
の
知
り
」「
も
の
の
け
」
の
「
も
の
」
が
「
霊
」
の
こ
と
で
あ
る
と
わ
か
る
と
、
目

か
ら
鱗う

ろ
こ

が
落
ち
る
よ
う
に
、
い
っ
ぺ
ん
に
日
本
語
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

「
も
の
狂
い
」
の
「
も
の
」
も
「
霊
」
の
こ
と
。「
霊
」
の
力
で
正
気
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
狂

気
の
こ
と
で
す
。

死
霊
、
生
き
霊
は
、
お
祭
り
な
ど
の
時
に
は
、
さ
し
さ
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
そ
れ
ら
の

災わ
ざ
わ

い
か
ら
免ま

ぬ
が

れ
る
た
め
に
一
定
の
期
間
、
食
事
や
行
動
を
忌い

み
ま
し
た
。「
忌
む
」
と
は
避
け
て
、
身

を
清
め
慎
む
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
「
も
の
い
み
」
と
言
い
ま
す
。「
も
の
い
み
」
は
飲
食
の
こ
と
か
ら
、

言
語
、
行
為
の
こ
と
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
し
た
。
沐も

く

浴よ
く

や
禊み

そ

ぎ
な
ど
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
も
の
の
ふ
」
は
朝
廷
に
仕
え
る
も
ろ
も
ろ
の
集
団
の
意
味
で
す
。
後
に
「
武も

の

士の
ふ

」
と
書
い
て
、
戦
士
た

ち
の
意
味
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
合
の
「
も
の
」
は
兵
器
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
「
も
の
」
も
元
々
は

「
霊
」
の
意
味
で
、「
も
の
の
ふ
」
は
悪
い
邪
霊
を
祓は

ら

う
集
団
の
こ
と
で
し
た
。

古
代
の
大
豪
族
に
、
軍
事
・
警
察
・
裁
判
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
物
部
氏
が
あ
り
ま
し
た
。『
日
本
書

紀
』
の
垂
仁
紀
に
は
物も

の
の
べ
の
と
お
ち
ね

部
十
千
根
と
い
う
大お

お

連む
ら
じ

が
、
雄
略
紀
に
は
物も

の

部の
べ

目の
め

と
い
う
大
連
が
出
て
き
ま
す
。

大
連
は
大
和
政
権
の
執
政
者
で
す
。
物
部
氏
は
石い

そ
の

上か
み

の
神
と
関
係
が
深
い
人
た
ち
で
も
あ
り
ま
し
た
。


