
「
む
つ
か
し
い
」
と
「
む
ず
か
し
い
」
と

ー
　
語
形
確
定
を
め
ぐ
っ
て
　
ー

「
日
本
で
共
通
語
の
母
体
は
東
京
語
で
あ
る
。
」
（
国
語
学
辞
典
＝
共
通
語
の

項）

「
東
京
語
」
の
概
念
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
山
の
手
の
こ
と
ば
の
み
を

東
京
藷
と
い
う
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
は
、
下
町
こ
と
ば
を
も
含
め
た

東
京
方
言
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
東
京
語
と
共
通
語
と
の
交
渉
を
み
る
の
に
、
い
わ
ゆ
る
「
ザ
マ
ス
」
こ

と
ば
や
、
「
行
ッ
引
）
当
当
引
」
　
「
シ
引
i
寸
引
」
　
「
ソ
ウ
ダ
ッ
列
引
力
」
な
ど
は
、

今
日
、
マ
ス
・
コ
、
、
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
シ
の
発
達
も
あ
ず
か
っ
て
、
急
速
に
地
方

に
伝
播
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
は
た
し
て
共
通
語
と
言
っ
て
よ
い
か
は
疑
問
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
下
町
こ
と
ば
特
有
の
音
韻
現
象
で
あ
る
、
ヒ
＞
シ
の
傾
向
や
、

ア
イ
＞
エ
ー
・
オ
イ
＞
エ
ー
の
傾
向
な
ど
は
、
到
底
共
通
語
の
音
韻
現
象
と
は

認
め
が
た
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
共
通
語
に
は
、
東
京
藷
を
母
体
と

し
っ
つ
、
な
お
一
種
の
規
範
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い。

規
範
的
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
標
準
語
が
最
も
規
範
性
の
強
い
言

悲
愁
涯

三
二

束
　
　
辻
　
　
保
　
　
和

語
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
末
だ
標
準
語
の
制
定
を
み
て

い
な
い
日
本
に
お
い
て
は
、
現
在
の
共
通
語
が
、
将
来
の
標
準
語
の
直
接
の
母

体
た
る
べ
き
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
一
殻
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
（
国
語
学
辞
典
＝
共
通
語
の
項
）

と
す
れ
ば
、
「
正
し
く
な
く
て
も
現
実
に
通
用
す
る
も
の
は
共
通
語
の
中
に

は
い
る
。
」
（
国
語
学
辞
典
・
同
右
）
と
は
言
え
、
（
言
語
に
お
け
る
正
し
さ
と

は
何
か
、
に
つ
い
て
は
今
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
）
　
現
実
に
共
通
語
が
普
及
さ

れ
つ
つ
あ
る
過
程
柏
を
考
慮
す
る
時
、
共
通
語
と
し
て
の
語
形
確
定
に
当
た
っ

て
は
、
十
分
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
清
濁
の
問
題
が
あ
る
。
「
洗
濯
」
は
セ
ソ
到
ク
か
セ
シ
到
ク
か
、

「
神
社
」
は
ジ
ン
羽
中
か
ジ
ン
ジ
ー
寸
か
、
「
横
か
る
」
は
ム
ツ
ー
カ
ル
か
ム
オ
カ

ル
か
、
「
免
れ
る
」
は
マ
ヌ
引
レ
ル
か
マ
ヌ
判
レ
ル
か
、
「
戯
侮
」
は
中
ソ
ゲ

か
ザ
ー
シ
ゲ
か
、
な
ど
と
多
く
、
そ
の
他
清
濁
以
外
に
も
、
「
微
笑
む
」
は
ホ
対

ユ
ム
か
ホ
利
エ
ム
か
、
な
ど
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
は
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
今
直
ち
に
、
い
ず
れ

か
に
語
形
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
付

言
し
て
お
く
。

彊

曜

け

薩

は

中

宮

i

京

葉

葉

隠

藤

．　2

共
通
語
普
及
の
現
状
を
考
え
れ
ば
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
ら
ず
、
東
京

語
の
語
形
が
地
方
の
言
語
生
活
に
浸
透
し
、
あ
る
規
制
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
就
中
、
対
立
語
形
を
持
っ
て

い
る
同
意
語
の
場
合
に
お
い
て
、
方
言
語
形
を
消
極
的
な
が
ら
一
方
的
に
排
斥

し
て
、
東
京
語
の
語
形
へ
の
統
一
を
め
ざ
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
現
象
が
起
り

得
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
と
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
と
い
う
対
立
語
形
に
つ
い
て
、

上
述
し
た
問
題
点
を
具
体
的
に
述
べ
て
み
ょ
う
と
思
う
。

＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

0
　
現
　
状

Å
　
教
科
書
と
マ
ス
ー
ゴ
ミ
の
場
合

教
科
書
お
よ
び
、
新
聞
・
雑
誌
・
放
送
な
ど
の
マ
ス
ー
ゴ
ミ
に
∵
お
い
て
は
、

「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
車
で
も
教
科
書
は
、
例
外
な
く

「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
　
で
あ
る
。

－例－
軸
引
加
、
u
可
病
気
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。
（
柳
田
・
岩
淵
編
「
新
し
い

国語」）
あ
あ
、
決
心
す
る
の
は
叫
同
相
u
可
こ
と
だ
。
（
遠
藤
嘉
基
編
「
国
語
」
）

次
に
新
聞
に
つ
い
て
み
る
と
、
管
見
の
限
り
で
は
、
一
妓
詰
寄
で
は
す

べ
て
、
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
　
に
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

－例－
歩
み
ょ
り
は
き
わ
め
て
討
紬
、
u
I
甲
情
勢
で
あ
る
。
（
「
朝
日
」
3
6
・
3
・

「
む
つ
か
し
い
」
と
「
む
ず
か
し
い
」
と

2）由
引
射
u
同
軍
事
統
合
（
見
出
し
）
　
（
「
京
都
」
3
6
・
3
・
3
）

台
本
ど
お
り
に
は
撮
影
が
む
－
引
証
i
u
可
ら
し
い
。
（
「
大
阪
」
3
6
・
3
・
6
）

た
だ
、
新
聞
に
し
ろ
、
雑
誌
に
し
ろ
、
執
筆
者
名
の
あ
る
も
の
の
中
に

は
、
稀
に
　
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
も
見
ら
れ
る
。

－例－

そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
性
格
が
必
要
以
上
に
カ
ン
ト
哲
学
を
軸
叫
紬
引
回

も
の
に
し
て
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
（
幹
）
　
（
「
朝
日
」
3
6
・
3
・
2
5
）

／
日
本
語
と
外
語
と
の
間
の
、
翻
訳
の
勘
i
T
紬
i
u
封
が
思
わ
れ
る
。
日
本
で

し
か
通
用
し
な
い
地
域
的
理
由
も
あ
ろ
う
が
、
軸
心
、
坤
u
封
も
そ
の
理
由

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
　
（
「
言
語
生
活
」
第
二
四
号
・

戸
塚
文
子
氏
）

ま
た
、
N
H
K
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
こ
と
ば
も
、
お
お
む
ね
「
ム
ズ
カ
シ

イ
」
に
統
一
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
に
は
、
視
聴
共
に
、
難
し
く
「
ム
ズ
カ

シ
イ
」
が
入
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

B
　
地
方
の
実
態
調
査

「
全
国
方
言
辞
典
」
　
「
分
類
方
言
辞
典
」
　
（
東
条
　
操
編
）
に
、
同
語
源

と
考
え
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
藷
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

む
つ
か
し
い
　
（
山
口
市
）
・
む
つ
け
る
（
岩
手
県
江
刺
郡
・
宮
城
・
山
形

県
村
山
地
方
・
岐
阜
県
郡
上
郡
）
・
む
つ
こ
い
　
（
四
国
・
山
口
県
大
島
）
・

む
つ
い
　
（
愛
媛
県
周
桑
郡
石
板
）
・
む
つ
か
し
か
（
佐
賀
）

次
に
本
年
二
月
、
近
畿
四
府
県
に
亘
り
、
高
校
生
を
対
象
と
し
て
実
施

し
た
、
調
査
（
質
問
紙
法
に
ー
よ
る
）
の
結
果
を
報
告
す
る
。

三
三



（）は各項各府県ごとに実数を小計で割った百分比。

（
質
問
練
）
原
カ
ー
ド
は
横
書
き
。

あ
な
た
は
次
の
よ
う
な
は
な
し
を
す
る
時
（
　
）
の
所
は
①
②
の
う

ち
の
、
ど
ち
ら
の
言
い
方
を
し
ま
す
か
。
下
の
④
～
㊨
か
ら
選
ん
で
、

そ
の
記
号
を
口
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
今
日
の
試
験
は
、
や
ぎ
し
か
っ
た
か
い
ー
」

「
い
や
、
か
な
り
へ
∞
帥
高
龍
i
〉
か
っ
だ
よ
。
」

④
い
つ
も
④
・
㊥
い
つ
も
②
・
㊤
大
体
①
・
㊤
大
体
②
・
㊨
ど
ち
ら
も

同
じ
く
ら
い
に
・
㊦
わ
か
ら
な
い
　
　
□

（
註
・
小
学
校
入
学
以
後
、
他
府
県
に
三
年
以
上
居
住
し
た
も
の
は
除
い

た
。
調
査
校
は
次
の
八
校
で
奉
る
。
紫
野
高
校
・
西
京
高
校
（
以
上
京
都

市
）
・
膳
所
高
校
（
大
津
市
）
・
八
播
高
校
（
近
江
八
旛
市
）
・
大
阪
学
芸

大
付
属
天
王
寺
高
校
・
旭
高
校
（
以
上
大
阪
市
）
・
御
影
高
校
（
神
戸
市
）
・

明
石
南
高
校
（
明
石
市
）
）

四
府
県
を
通
じ
て
、
「
い
つ
も
へ
B
u
t
S
u
k
a
s
h
i
i
〉
を
使
う
」
頻
度
が
、

「
い
つ
も
へ
m
u
z
u
k
a
s
h
i
i
）
を
使
う
」
頻
度
に
比
し
て
断
然
高
い
。
ま
た
、

（謹一）

㊤
・
㊤
・
㊥
・
◎
は
語
形
意
識
の
《
ゆ
れ
》
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
も
、
「
大
体
へ
B
u
t
S
u
k
a
s
h
i
i
）
を
使
う
」
㊦
が
最
も
高
い
。
こ
の
調

査
地
域
が
い
ず
れ
も
市
街
地
で
、
比
較
的
、
こ
と
ば
の
交
流
の
清
瀬
な
土

地
柄
で
あ
る
こ
と
、
被
調
査
者
が
現
に
共
通
語
教
育
を
受
け
つ
つ
あ
る
も

（話二）

の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
共
通
語
へ
の
あ
こ
が
れ
の
強
い
こ
と
、
こ
う
し
た

条
件
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
出
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
れ
ら
の
地
方
で
の
　
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
の
根
強
さ
を
物
語
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
調
査
は
内
省
法
を
と
っ
た
た
め
、
被
調
査

者
が
事
実
こ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
で
あ
る
が
、
塚
原
鉄

（諾三）

雄
氏
の
論
じ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
、
こ
の
調
査
に
み
ら
れ
る
④
・
㊦
の

頻
度
の
高
さ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
地
方
の
、
こ
の
年
令
層
で
の
実

態
と
し
て
、
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
が
優
勢
で
あ
る
と
み
て
し
ょ
か
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
従
来
、
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
　
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
の
語
形
対
立
は
、

関
西
・
関
東
の
対
立
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
こ
の

調
査
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
近
畿
方
言
圏
の
傾
向
を
あ
る
程
度
正
確
に
反

映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
に
ょ
っ
て
、
現
代
語
に
お
け
る
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
と
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」

の
語
形
対
立
が
、
「
東
京
藷
」
と
「
上
方
こ
と
ば
－
広
義
の
I
L
に
典
型
的
に

現
わ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
推
測
は
、
国
立
国
語
研
究
所
の

（謹四）

調
査
報
告
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
近
世
語
に
お
け
る
両
語
形
の
現
わ
れ
方
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

⇔
　
近
世
語
に
見
ら
れ
る
語
形

A
　
近
世
前
期
（
慶
長
か
ら
明
和
・
安
永
ご
ろ
ま
で
）

M
u
｛
葦
＄
呈
（
M
u
t
等
C
a
豊
a
、
M
u
t
雪
C
a
乳
）
　
（
白
菊
）

M
u
t
葦
。
a
意
　
（
唐
i
g
a
r
u
、
＜
○
ほ
旧
g
O
Z
a
H
の
｝
　
A
。
a
r
。

B
u
t
葦
C
a
㌢
q
u
i
y
O
n
O
 
n
a
S
O
a
n
a
一
）
（
ロ
ド
リ
ゲ
ス
「
日
本
犬
文
典
」
）

又
生
き
て
ご
ざ
る
こ
と
身
に
む
つ
か
し
う
（
B
u
青
等
C
a
乳
）
存
じ
て
・
自

然
身
持
ち
に
な
っ
て
、
外
聞
を
失
な
は
う
と
軸
“
「
洲
i
u
引
（
B
u
t
等
8
割
）

存
じ
て
・
そ
れ
か
ら
人
に
奉
公
す
る
こ
と
が
河
山
－
射
i
u
可
（
B
u
t
等
＄
呈
）

と
聞
い
た
れ
ば
（
ユ
リ
ヤ
ー
ド
「
戯
悔
録
」
大
塚
光
信
氏
翻
刻
）

六
　
倍
（
節
用
集
・
饅
頭
畳
本
）

六
　
億
・
六
箇
敷
（
節
用
集
・
易
林
本
）

「
む
つ
か
し
い
」
と
「
む
ず
か
し
い
」
と

戻
っ
て
見
れ
ば
叫
叫
坤
引
回
。
（
曾
根
崎
心
中
）

彼
奴
に
逢
う
て
ほ
中
耳
坤
耳
と
。
（
冥
途
の
飛
脚
）

比
の
鐘
軽
く
に
は
布
津
が
副
う
紳
i
u
i
甲
。
（
博
多
小
女
郎
波
枕
）

人
の
言
草
ア
、
討
。
（
女
殺
油
地
獄
）

姐
は
「
は
て
、
軸
d
l
紬
i
u
中
寺
は
な
い
」
　
（
傾
城
壬
生
大
念
仏
）

駒
の
か
し
ら
も
見
え
は
こ
そ
中
平
坤
引
例
成
っ
た
と
案
じ
げ
ろ
。
（
山
崎

与
次
兵
衛
寿
の
門
松
）

コ
リ
ヤ
半
兵
衛
。
お
ゝ
と
ゆ
っ
た
ら
叫
『
紬
口
中
ぞ
六
心
中
宵
庚
申
）

武
兵
衛
や
太
左
は
何
と
や
ら
小
判
雪
中
引
き
に
こ
っ
そ
り
と
（
八
百
屋
お

七）こ
て
こ
て
と
剖
i
T
中
ロ
中
書
は
入
ぬ
（
菅
原
伝
授
手
習
鑑
）

此
場
で
殺
さ
ば
云
訳
叫
「
利
口
（
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
）

夫
は
き
つ
ふ
格
式
の
」
小
利
回
申
割
を
承
っ
た
が
（
幼
稚
子
敵
討
）

B
　
近
世
後
期
（
明
和
・
安
永
ご
ろ
以
降
維
新
ま
で
）

何
シ
だ
か
、
叫
雪
中
u
そ
ふ
だ
ね
（
南
関
難
詰
）

ム
ツ
カ
ツ
キ
ク
．
ン

疑
　
獄
（
難
字
類
縞
）

は
て
、
叫
つ
l
判
り
中
華
じ
ゃ
ナ
・
是
、
対
外
引
回
出
入
じ
ゃ
差
出
ず
と
黙

っ
て
い
た
が
よ
い
　
（
韓
大
湊
文
手
管
始
）

ハ
メ
ハ
ヅ
シ
ノ
引
当
引
－
当
事
大
空
㌫
ノ
ム
ツ
カ
シ
キ
・
ア
ケ
タ
テ
ノ
（
対
外

引
i
功
百
人
・
四
ノ
五
ノ
言
論
繋
留
　
（
諺
苑
）

コ
レ
今
度
は
む
つ
か
し
い
や
つ
を
い
ぼ
ふ
・
ご
う
ぎ
に
む
つ
か
し
い
・
む

つ
か
し
い
こ
た
ア
ね
へ
・
サ
ア
は
な
し
ご
へ
が
や
ん
だ
か
ら
む
つ
か
し
い
・

お
む
つ
か
し
か
る
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
お
や
か
ま
し
か
ろ
ふ
と
い
ふ
く
に
こ

三
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と
は
な
り
∴
何
も
し
ろ
い
が
、
ど
ぶ
も
、
ふ
し
が
む
つ
か
し
い
・
や
ら
か

し
て
も
ら
は
に
や
ア
な
ら
ね
へ
と
い
ぶ
も
の
だ
か
ら
、
む
つ
か
し
い
・
ヱ

、
、
剖
i
「
坤
引
回
こ
た
ア
ね
へ
　
（
東
海
道
申
膝
栗
毛
）

六
ケ
敷
（
蘭
例
節
用
集
）

目
を
す
え
て
む
づ
か
し
い
か
は
つ
き
し
た
る
大
き
な
ま
ゑ
ひ
・
ハ
、
ア
出

羽
坤
u
i
甲
手
に
な
っ
た
ナ
・
よ
し
や
姑
御
が
油
ヰ
沖
u
l
引
て
も
・
ヲ
ヤ
〈

む
づ
か
し
い
も
ん
だ
ネ
ヱ
・
斑
岩
が
は
し
ツ
こ
い
と
来
て
居
る
か
ら
、
ど

っ
ち
も
叫
『
中
耳
甲
・
イ
ヱ
、
ど
う
も
、
ま
だ
由
ヰ
坤
日
月
（
浮
世
風
呂
）

む
づ

i
　
1
－
i
i
i
i
i
．
i
i
i
i
i
i
－
i
i
i
i
i
－
も
ん

あ
れ
は
そ
ん
な
六
か
し
い
物
ぢ
や
ア
ご
ざ
イ
や
せ
ん
・
な
ぜ
又
そ
ん
な
し

よ
む
づ
か
し
い
事
を
云
っ
た
も
ん
だ
ら
う
・
こ
ん
な
に
む
づ
か
し
く
書
ず

と
も
だ
の
・
む
づ
か
し
い
字
を
し
る
程
損
が
い
く
か
と
思
ふ
よ
・
む
づ
か

－　　　　　ろつぴやぐ

し
く
書
と
　
音
と
い
ふ
字
だ
・
む
づ
か
し
く
書
く
と
六
百
。
ソ
レ
見
た
か

是
・
人
も
三
十
越
し
て
ど
う
ら
く
に
な
っ
た
の
は
む
づ
か
し
い
よ
・
む
づ

油
山
口
い
ぶ
の
辞
し
た
な
ど
ト
・
む
づ
か
し
い
戒
名
を
付
る
と
・
是
で
も

大
勢
の
客
の
内
に
は
日
割
「
紬
i
u
同
人
が
あ
る
は
な
・
五
十
を
越
ち
や
ア
む
－

耳
坤
日
中
は
な
（
浮
世
床
）

是
も
む
づ
か
し
い
こ
と
は
な
け
れ
ど
・
イ
ヤ
し
か
し
何
家
業
も
む
づ
か
し

坤
も
ん
だ
（
春
色
辰
巳
園
）

ィ
、
ヱ
そ
れ
で
も
由
ヰ
沖
u
可
と
い
ふ
事
だ
か
ら
・
わ
ろ
く
す
る
と
丹
羽

利
親
な
る
が
・
ど
う
ぞ
お
由
づ
l
坤
耳
目
も
お
蓬
な
さ
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
・

久
八
が
宅
へ
役
人
衆
が
ご
ざ
ら
れ
て
、
殿
の
御
国
へ
御
立
ち
ゆ
ゑ
…
…
と

大
河
日
干
沖
u
・
畠
山
の
宝
の
一
行
で
剖
雪
組
i
口
中
わ
け
に
な
る
と
の
事
だ

そ
う
だ
（
春
色
梅
児
誉
美
）

意
地
わ
る
が
立
戻
っ
て
来
て
何
だ
の
角
だ
の
と
む
づ
か
し
く
・
い
よ
く

＼
］
d
i
に
十
㌢
仁
子
巨
で
邑
㌻
置
i
栄
治
拾
匿
緊
藍
臥
和
浩
博
覧
宕
告
昔
話
皐
も

三
六

内
証
判
事
、
借
金
の
み
多
く
な
り
、
（
春
色
恵
の
花
）

お
前
が
英
気
な
ら
ば
、
何
も
剖
ヰ
坤
口
中
こ
と
は
な
ひ
は
ネ
・
大
分
軸
耳

紬
I
u
〓
お
間
だ
千
・
気
む
づ
か
し
い
お
客
（
春
色
英
対
暖
語
）

ヲ
ヤ
偏
屈
屋
と
は
何
処
で
ご
ざ
ゐ
ま
し
た
っ
け
千
・
最
む
づ
か
し
ぎ
婦
人

の
人
情
・
ナ
ニ
む
づ
か
し
く
言
た
か
ら
と
い
っ
て
・
今
夜
何
卒
温
順
蘇
ら

れ
ゝ
ば
宜
が
、
何
様
も
剖
ヰ
坤
口
中
も
ん
だ
∵
諸
人
も
六
倍
言
わ
け
で
も

な
ひ
の
に
・
塞
き
ん
も
両
女
を
意
地
競
て
察
虔
気
で
居
る
と
思
は
れ
る
か

ら
、
何
れ
割
イ
i
坤
引
回
の
サ
子
ヱ
　
（
春
色
梅
美
婦
禰
）

さ
て
こ
の
場
は
覚
イ
l
坤
u
可
（
高
湿
斉
行
脚
記
）

何
も
抽
斗
到
り
中
華
ア
ね
へ
け
れ
ど
も
（
道
中
粋
語
録
）

文
の
末
へ
お
き
な
を
書
く
よ
ふ
に
な
る
と
、
叫
ヰ
科
し
l
i
甲
ね
（
聖
戸
生
艶

気
樺
焼
）

サ
ア
執
ヰ
坤
u
時
事
を
い
1
だ
し
た
（
過
言
総
籠
）

わ
つ
ち
ら
を
よ
ぶ
に
や
ア
、
傾
城
も
マ
ア
副
う
申
し
l
甲
の
サ
（
傾
城
買
四

十
八
手
）

ぶ
し
っ
け
が
有
ち
や
、
わ
る
ふ
お
ざ
ん
す
下
足
よ
り
河
つ
l
坤
u
d
な
る

（
青
楼
昼
之
世
界
錦
之
裏
）

ヲ
ヤ
む
づ
か
し
い
も
の
だ
ね
・
で
へ
阜
叫
平
河
L
l
i
甲
ね
・
三
文
の
く
め
ん

も
剖
d
i
坤
u
う
l
ご
ざ
り
や
す
（
傾
城
買
二
筋
道
）

六
　
倍
下
学
祭
日
本
俗
世
話
也
（
和
漢
音
釈
善
言
字
考
節
用
集
・
万
延
元

年
三
刻
本
）

こ
の
ほ
か
に
、
「
増
補
佳
言
集
覧
」
に
は
「
む
つ
か
L
L
の
項
が
あ
り
、

「
む
づ
か
し
」
は
そ
の
説
明
文
の
中
に
も
見
当
ら
な
い
。
ま
た
、
高
叫
紬

u
計
器
に
ハ
い
ら
ぬ
が
よ
い
（
世
話
尽
）
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

i
言
箔
j
認
諾
雷
弱
）
議
一
言
1
　
　
　
　
　
　
3
着
真
一
－
一
一
〝
一
月
2
－
－
や
言
、
高
董
1
3
1
1
、
－
。
く
∴
ア
上
。
“
i
貫
目
∵
Y
e
、
欄
覇
雷
同
歯
音
i
i
．
竜
。
虻

「
む
づ
か
る
」
の
項
に
、
十
割
抄
の
句
を
引
い
て
、
「
こ
れ
ハ
今
い
ふ
叫
叫

か
し
く
に
近
し
」
と
説
明
が
あ
る
。

以
上
、
資
料
を
能
う
限
り
年
代
順
に
配
列
し
て
み
た
。
前
期
に
は
江
戸
こ
と

ば
の
資
料
が
乏
し
く
、
逆
に
後
期
に
は
上
方
こ
と
ば
の
資
料
が
乏
し
い
た
め
に
、

隔
靴
掻
痔
の
感
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
の
傾
向
は
つ
か
め
よ
う
か
と
思

う
。
後
期
に
な
っ
て
も
、
並
木
五
瓶
（
彼
は
上
方
か
ら
聖
戸
へ
移
っ
た
作
者
で

あ
る
。
）
の
「
韓
人
漢
文
手
管
始
」
に
は
、
依
然
「
む
つ
か
L
L
が
使
わ
れ
て

お
り
、
ま
た
月
亭
可
笑
の
洒
落
本
「
角
鶏
卵
」
（
一
七
八
四
年
）
・
山
東
京
伝
の

同
じ
く
「
青
楼
昼
之
世
界
錦
之
裏
」
　
（
一
七
九
一
年
）
な
ど
に
も
、
稀
に
「
む

つ
か
L
L
が
見
ら
れ
る
o
更
に
十
返
舎
一
九
の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
（
岩
波
・

古
典
大
系
）
で
は
、
終
始
一
貫
し
て
「
む
つ
か
L
L
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
、

他
の
江
戸
小
説
群
と
比
べ
て
奇
異
冨
－
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
、
一
九
が
二
十
歳
代

の
七
年
余
り
を
大
阪
で
送
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
原
因
の
一
端
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
。
彼
が
「
膝
栗
毛
」
初
編
を
出
し
た
の
は
、
帰
東
後
嗣
無
し
の
享
和
二
年

で
あ
る
。
ま
た
、
太
田
全
菊
の
「
諺
苑
÷
「
増
補
僅
言
集
覧
」
な
ど
の
記
述
を

も
考
慮
に
入
れ
て
、
近
世
語
に
お
い
て
も
、
上
方
語
の
「
ム
ツ
カ
シ
」
、
江
戸

藷
の
「
ム
ズ
カ
シ
」
と
い
う
語
形
の
対
立
は
、
十
分
推
測
さ
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
上
方
語
に
お
い
て
も
、
「
ム
ツ
カ
シ
」
　
「
ム
ズ
カ
シ
」
の
《
ゆ

れ
杉
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
前
述
の
「
諺
苑
」
に
も
う
か
が
え
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
睨
縮
涼
鼓
集
」
に
み
ら
れ
る
次
の
濁
音
化
現
象
は
、
恐
ら

く
こ
の
《
ゆ
れ
》
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
の
、
傍
証
と
な
り
得
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

い
ら
づ
る
　
苛
イ
ラ
ツ
也

「
む
つ
か
し
い
」
と
「
む
ず
か
し
い
／
」
と

い
た
づ
が
は
し
　
労
　
（
注
・
イ
タ
ッ
ク
）

わ
だ
づ
み
　
和
田
澤
海
（
注
・
＜
a
d
a
t
等
＜
m
i
（
白
菊
）
）

む
く
づ
け
し
　
泉
轟
　
測
雰
当
期
（
注
・
M
u
c
u
小
澤
の
）
M
u
。
u
t
宝
。
n
a

B
〇
号
M
u
c
u
｛
笠
q
e
V
。
t
。
8
（
日
葡
）
）

ふ
づ
う
　
普
通
　
（
注
・
F
u
t
等
A
雪
a
ロ
e
。
u
t
。
u
。
r
u
）
『
u
t
c
毒
a
害
。
d
。

ア
マ
ネ
タ
カ
ヨ
フ

n
a
i
（
日
葡
）
）

前
章
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

④
近
世
上
方
語
「
ム
ツ
カ
シ
」
↓
現
代
近
畿
方
言
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」

②
近
世
江
戸
語
「
ム
ズ
．
カ
シ
」
－
現
代
東
京
方
言
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」

①
②
と
い
う
、
歴
史
的
な
語
形
の
対
立
で
あ
る
。
i

こ
の
事
か
ら
更
に
敷
術
し
ぅ
る
こ
と
は
、
共
通
語
の
語
形
に
関
し
て
は
、
一

応
、
東
京
語
を
基
盤
と
す
る
原
則
は
認
め
な
が
ら
も
、
な
お
語
形
に
関
す
る
：

歴
史
的
研
究
と
、
現
状
の
大
規
模
な
組
織
的
な
、
全
国
的
調
査
が
前
提
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
？
言
語
の
伝
統
・
自
然
性
を
無
視
し
た
語

形
の
統
一
化
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
ム
ズ
ヵ
シ
イ
」
を
共
通
語
の
語
形
と
し
て
確

定
す
る
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
お
よ
び
「
当
月
漢

字
音
訓
表
」
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。

日
常
生
活
の
談
話
で
は
、
話
し
こ
と
ば
の
一
回
性
と
い
う
性
質
も
手
伝
っ
て
、

そ
の
一
語
一
語
の
発
音
に
い
た
る
ま
で
意
識
し
て
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
普
通

の
場
合
あ
り
得
な
い
。
－
」
れ
が
一
原
因
と
な
っ
て
、
語
形
意
識
に
《
ゆ
れ
》
が

三
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（）は各府県別各項ごとの，および計の百分比。

（託宣）

生
ず
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
、
逆
に
聞
き
手
に
廻
っ
た
場
合
で
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
、
明
ら
か
に
際
立
っ
た
発
音
の
特
徴
以
外
は
、
普
通
、

意
識
し
て
聞
き
と
が
め
な
い
も
の
で
あ
る
。
即
ち
へ
ト
ヾ
泣
く
主
＼
か
ら
＼
ト
X

を
ヾ
主
＼
に
い
た
る
実
際
の
発
音
に
は
、
多
く
の
個
人
差
が
あ
り
な
が
ら
、
そ

れ
ら
は
普
通
、
発
音
の
異
な
り
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
字
言
語
と
な
る
と
、
そ
の
事
情
は
異
な
っ
て
く
る
。

「
む
つ
か
し
い
」
　
「
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
か
な
表
記
に
お
い
て
は
、
音
韻
が

す
で
に
固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
東
京
方
言
圏
の
も
の
は
前
者
に
、
近
畿
方
言

圏
の
も
の
は
後
者
に
対
し
て
、
語
形
上
そ
れ
を
素
直
に
は
受
け
容
れ
に
く
い
感

（諾六）

情
が
動
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
難
し
い
」
と
い
う
表
記
法
が
あ
る
に
し

て
も
、
「
当
用
漢
字
音
訓
表
」
に
従
う
限
り
、
「
難
」
に
は
「
か
た
い
」
以
外

の
訓
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
語
は
、
か
な
表
記
を
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
結
果
、
現
状
は
第
二
章
前
半
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。

「
ム
ツ
カ
シ
イ
」
　
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
　
の
《
ゆ
れ
》
が
更
に
大
き
く
な
り
、
全
国

的
に
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
の
優
位
が
実
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
表
記
法

に
お
い
て
も
、
こ
の
《
ゆ
れ
》
を
包
ん
だ
－
言
換
え
れ
ば
、
「
ム
ツ
カ
シ
イ
」

と
も
「
ム
ズ
カ
シ
イ
」
と
も
読
む
こ
と
の
で
き
る
－
表
記
法
を
残
し
て
お
く
の

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

終
り
に
、
調
査
に
当
た
り
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
、
浅
井
輝
一
・
阿
頼
耶
順

宏
・
飯
屋
和
夫
・
角
井
義
一
・
川
口
　
恵
・
左
近
弘
嗣
・
高
向
　
寧
・
野
井

登
の
諸
氏
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（註）

一
、
「
言
語
生
活
」
第
百
二
号
（
語
の
《
ゆ
れ
》
－
塚
原
鉄
雄
氏
）

二
へ
本
文
中
の
調
査
と
同
時
に
、
次
の
調
査
を
も
対
象
を
同
じ
く
し
て
実
施

三
八

あ
な
た
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
な
ど
の
使
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
共
通

語
を
聞
い
て
、
自
分
も
そ
れ
が
話
せ
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。
思

う
・
思
わ
な
い
・
わ
か
ら
な
い

こ
の
調
査
か
ら
、
高
校
生
の
共
通
語
へ
の
あ
こ
が
れ
の
強
さ
が
わ
か
る
。

位
相
差
の
甚
だ
し
い
方
言
圏
に
な
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
更
に
強
ま
る
の
で

は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

三
、
註
一
の
2
2
ペ
ー
ジ
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

「
か
つ
て
、
ぼ
く
は
、
大
津
市
の
高
等
学
校
で
、
生
徒
を
対
象
に
、

（
む
つ
か
し
い
）
と
（
む
ず
か
し
い
）
と
の
《
ゆ
れ
》
を
調
査
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
自
分
の
発
音
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
、
答
え
ら
れ
な
い
も

の
が
、
大
部
分
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
や
教
科
書
な
ど
で
、
（
む

ず
か
し
い
）
に
は
、
十
分
に
な
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
客
観

的
に
は
、
（
む
つ
か
し
い
）
が
、
圧
倒
的
な
地
域
な
の
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
（
む
ず
か
し
い
）
が
一
般
的
と
思
し
い
地
域
か
ら
、
転
入
し
た
生
徒

を
除
い
て
、
両
者
の
区
別
と
自
己
の
発
音
の
所
属
と
を
、
解
答
し
得
た
も

の
は
、
甚
だ
稀
れ
で
あ
っ
た
。
」

四
、
昭
和
三
十
年
度
国
立
国
語
研
究
所
年
報
1
（
語
形
確
定
の
た
め
の
基
礎

調査）

五
、
註
一
の
塚
原
氏
の
論
文
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

六
、
註
四
の
年
報
に
、
－
」
れ
に
関
連
し
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
引
屈
出
典
は
、
節
用
薬
類
以
外
は
、
左
の
諸
本
に
拠
っ
た
。
徳
川
文

芸
類
環
・
日
本
古
典
全
書
・
日
本
古
典
文
学
大
系
・
岩
波
文
庫

（
3
6
・
3
・
2
9
）

「
む
つ
か
し
い
」
と
「
む
ず
か
し
い
」
と

三
九


