
164-第 9話 下水という言葉(そ の二)

第
九
話
　
下
水
と
い
う
言
葉
（そ
の
二
）

～
祝
詞
の
示
唆
す
る
も
の
～

は

じ

め

に

柳
田
国
男
先
生
は
、
下
水
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
概
ね
次
の
よ
う
な

事
を
言
っ
て
い
ま
す
。

「下
水
と
い
う
言
葉
は
、
「
グ
ス
」
と
い
う
言
葉
と

「ヰ
」
と
い
う
言
葉

か
ら
な
り
、
最
初
は

「肥
料
溜
め
」
を
意
味
し
て
い
た
。
漢
語
で
は
な

く
、
当
て
字
で
あ
る
。

』

私
は
、
下
水
と
い
う
言
葉
に
こ
の
よ
う
な
分
析
を
加
え
た
人
を
他
に

知
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
先
生
は
下
水
と
い
う
言
葉
を

『忘
れ
て
も
よ
い
語
」
に
分
類
し
、　
こ
れ
以
上
の
分
析
は
敢
え
て
行
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
柳
田
先
生
の
分
析
を
更
に

一
歩
進
め

た
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
「わ
が
国
の
古
代
に

「
ゲ
ス
イ
」

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
か
、
仮
に
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
何
を
意
味

し
て
い
た
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

稲
場
紀
久
雄

仮
説

私
は
、
「グ
ス
イ
」
と
い
う
言
葉
を
古
代
日
本
語
、
即
ち
大
和
言
葉
と

見
な
し
、
そ
の
最
初
の
意
味
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
最
も
有
効
な

手
段
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。

先
ず
最
初
に

「ゲ
ス
イ
」
と
い
う
言
葉
を
構
成
す
る
要
素
を
取
り
出

し
ま
す
。
次
に
個
々
の
要
素
に
常
識
の
範
囲
で
適
切
と
思
わ
れ
る
意
味

を
当
て
は
め
、
そ
の
上
で
全
体
の
意
味
を
読
み
と
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
し
て
得
ら
れ
た
幾
つ
か
の
意
味
の
う
ち
常
識
に
合
う
も
の
は
残
し
、

そ
う
で
な
い
も
の
は
落
と
し
ま
す
。
最
後
に
古
代
の
文
献
に
拠
っ
て

残
っ
た
意
味
が
示
唆
す
る
対
象
を
判
断
し
、
最
終
的
な
意
味
を
決
め
ま

す
。さ

て
、
こ
の
よ
う
に
難
し
い
こ
と
を
言
っ
て
も

「
ゲ
ス
イ
」
と
い
う

言
葉
の
字
数
は
仮
名
文
字
で
僅
か
三
字
で
す
か
ら
、
要
素
を
取
り
出
す

こ
と
は
至
極
簡
単
で
す
。
た
だ
私
が
そ
の
際
に
拘

っ
た
事
実
は
、
古
代
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日
本
語
で
は
語
頭
に
濁
音
や
ラ
行
音
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
こ

の
事
実
は
、
三
木
幸
信
先
生
の

『日
本
語
の
歴
史
』
に
書
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
大
野
晋
先
生
の

「日
本
語
の
起
源
」
に
は
、
「
（ア
イ
ヌ
語
で

は
）
清
音
と
濁
音
を
区
別
し
な
い
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

事
実
を
正
し
い
も
の
と
し
ま
す
と
、
古
代
に
あ
っ
て
は

「
ゲ
ス
イ
」
は

「
ケ
ス
イ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
私
は
、
「
ケ

ス
イ
」
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

さ
て
、
先
ず
要
素
分
解
で
す
が
、
「
ケ
ス
イ
」と
い
う
言
葉
を
ど
ん
な

に
要
素
分
解
し
て
み
て
も
三
通
り
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
次
の
通

り
で
す
。

（
一
）
「
ケ
」
と

「
ス
」
と

「イ
」

（二
）
「
ケ
ス
」
と

「イ
」

（三
）
「
ケ
」
と

「
ス
イ
」

私
は
、
以
上
の
三
通
り
の
ケ
ー
ス
の
う
ち
最
後
の

（三
）
は
な
ん
と

な
く
現
代
の
下
水
と
い
う
言
葉
の
要
素
に
通
じ
る
所
が
あ
る
と
感
し
、

敢
え
て
落
と
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
実
は
最
後
に
は
復
活
す
る
の
で
す

カ
次
に
個
々
の
要
素
へ
の
意
味
の
当
て
は
め
で
す
。
私
は
、
次
の
よ
う

に
考
え
ま
し
た
。

（
一
）
に
対
し
て
、
「
ケ
」
は

「異
」、
「
ス
」
は

「為
」
、
「イ
」
は

「井
」

あ
る
い
は

「池
」。
こ
こ
で

「
ス
」
は

「す
る
」、
あ
る
い
は
使
役
の
助

動
詞
と
考
え
ま
す
。

（二
）
に
対
し
て
、
「
ケ
ス
」
は

「消
す
」、
「イ
」
は
同
前
。

と
こ
ろ
で

「イ
」
は

「居
」、
即
ち

「そ
こ
に
在
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
と
考
え
る
事
も
出
来
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
個
々
の
要
素
に
意
味
を
当
て
は
め
た
後
、
言
葉
全
体
の
意

味
を
考
え
ま
す
と
、
（
一
）
の
場
合
も

（二
）
の
場
合
も

『元
に
戻
す
装

置
し、例
え
ば
沈
澱
池
の
よ
う
な
装
置
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
極
論
し
ま
す
と
、
「
ケ
ス
イ
」
は
古
代
に
あ
っ
て
は

「浄
化
槽
』
を

意
味
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
考
え
方
や
結
論
は
多
分
に
我
田
引
水
で

あ
り
、
批
判
を
受
け
て
も
や
む
を
え
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
国
語
学
の
立

場
か
ら
そ
れ
な
り
に
正
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
間
違
っ
て
い
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
疑
間
を
解
く
た
め
に
蛮
勇
を

振
る
っ
て
国
語
学
の
大
家
大
野
晋
先
生
に
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
さ
ら

に
国
立
国
語
研
究
所
の
宮
島
達
夫
、
高
梨
信
博
両
先
生
を
訪
ね
ま
し
た
。

今
考
え
ま
す
と
冷
や
汗
千
斗
と
い
う
思
い
で
す
が
、
先
生
方
は
ご
多

忙
の
中
を
私
の
た
め
に
時
間
を
割
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
の
見
解
に

対
す
る
先
生
方
の
意
見
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

大
野
晋
先
生
の
意
見

先
生
は
、
私
の
見
解
に
対
し
て
概
ね
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
ら
れ

ま

し

た
。

（
一
）
下
水
と
い
う
言
葉
は
、
近
世
に
於
い
て
都
市
的
集
落
が
形
成
さ



―
　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
上
水
の
対
語
と
し
て
生
ま
れ
た
比
較
的
新
し

い
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
上
水
は
飲
料
水
ま
た
用
水
、
下
水

は
不
用
の
水
、
捨
て
る
水
。

（二
）
古
来
農
村
で
は
排
水
を
浄
化
す
る
必
要
性
は
存
在
し
な
か
っ
た

と
考
え
る
。

（三
）
ゲ
ス
イ
と
い
う
言
葉
は
大
和
言
葉
と
し
て
は
な
し
ま
な
い
。
漢

字
で
あ
る
と
思
う
。
字
引
を
引
い
て
も

『え
、
け
、
せ
、
て
、
ね
、　
へ
、

め
、
え
、
れ
、
ゑ
」
で
始
ま
る
言
葉
が
極
め
て
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（四
）
し
か
し
古
い
時
代
で
も
全
く
グ
ス
と
い
う
言
葉
が
無
い
わ
け
で

は
無
く
、
平
安
時
代
で
は

「下
種
」
と
書
き
、
意
味
は
生
ま
れ
が
卑
し

い
者
の
意
で
あ
る
。
室
町
時
代
の
字
引
に
も

『下
水
』
と
い
う
言
葉
が

圧
　
載
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
風
呂
等
の
排
水
を
指
し
て
い
る
。

そ

　

（五
）
下
水
を
濁
音
を
取
っ
て

「
ケ
ス
イ
」
と
考
え
る
の
は
出
来
な
い

葉
　
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
ケ
ス
イ
を

（ケ
十
ス
＋
イ
）
と
考
え

渭
　
る
と
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

い
　
　
（ケ
）
古
い
言
葉
と
は
考
え
難
い

（理
由
は
上
記
の

（三
））。

水
　
　
（ス
）
意
味
が
決
め
ら
れ
な
い
。

ヽ
・

（イ
）
井
戸
の
井
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
る
。

囁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｗ
ｉ
（井
）
↓
ｉ
（井
））。

第
　
　
次
に

（ケ
ス
＋
イ
）
と
考
え
た
場
合
で
も
私
に
は

（ケ
ス
）
と
い
う

一　
言
葉
が
古
い
言
葉
と
し
て
存
在
し
た
と
は
考
え
難
い
。

１６
　

（六
）
土口
（ケ
ス
）
で
あ

っ
た
も
の
が
、
ど
う
し
て

（グ
ス
）
に
変
わ
っ

た
の
か
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
や
は
り

（ゲ
）
は
、
漢
字
の

「下
」

と
考
え
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
。

（七
）
以
上
の
考
え
か
ら
柳
田
国
男
説
は
疑
間
で
あ
る
が
、
語
源
と
い

う
も
の
は
何
が
正
し
い
の
か
簡
単
に
き
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
他
に
先
生
は
、
茶
道
で
は
茶
器
を
洗
っ
た
水
を
グ
ス
イ
と
言

う
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。

大
野
先
生
は
、
基
本
的
に
私
の
見
解
を
否
定
さ
れ
、
併
せ
て
柳
田
説

に
疑
間
を
提
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
見
解
に
は
説
得
力
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
多
少
と
も
救
わ
れ
た
点
は
、
私
の
見
解
の
極

一
部
で
は
あ

り
ま
す
が
、
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

私
が
、
大
野
先
生
か
ら
こ
の
よ
う
な
御
意
見
を
頂
い
た
後
、
さ
ら
に

国
立
国
語
研
究
所
を
訪
ね
、
宮
島
、
高
梨
の
両
先
生
に
御
意
見
を
求
め

ま
し
た
。

宮
島

達
夫
先
生

の
意

見

実
は
、
私
に
国
語
研
究
所
を
訪
ね
る
よ
う
に
勧
め
て
下
さ
っ
た
方
は
、

石
毛
直
道
先
生
（国
立
民
族
学
博
物
館
教
授
）
で
す
。
私
は
、
「と
う
き
ゅ

う
環
境
浄
化
財
団
」
が
主
催
し
た
多
摩
川
視
察
行
で
石
毛
先
生
に
お
会

い
し
、　
一
夜
奥
多
摩
の
山
荘
で
話
を
す
る
機
会
を
得
た
の
で
す
。
先
生

は
私
の
見
解
を
聞
か
れ
、
是
非
国
語
研
究
所
を
訪
ね
る
べ
き
だ
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
先
生
が
私
の
見
解
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
感
想
は
後
で
話
し
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ま
す
。

私
が
国
語
研
究
所
で
最
初
に
お
目
に
か
か
っ
た
宮
島
達
夫
先
生
の
御

意
見
は
次
の
通
り
で
し
た
。

（
一
）
国
語
学
は
、
用
例
の
存
在
を
第

一
義
と
し
、
現
状
の
知
見
で
知

り
得
る
確
実
な
用
例
か
ら
さ
ら
に
古
い
用
例
を
探
索
し
て
語
源
に
到
達

す
る
と
い
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
行
な
う
の
が
原
則
で
あ
る
。

（二
）
し
か
し
、
あ
る
用
例
の
存
在
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
、
あ
る

種
の
仮
説
を
た
て
、
そ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
用
例
を
探
索
す
る
こ
と
が

あ

っ
て
も
よ
く
、
か
か
る
手
法
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（三
）
と
こ
ろ
で
、
国
語
学
の
立
場
か
ら
君
の

（即
ち
私
の
）
見
解
を

考
え
る
と
、
三
つ
に
分
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
（
ス
）
は
文
法
に

反
し
、
説
明
出
来
な
い
。
分
け
る
と
す
れ
ば
、
（グ
ス
）
＋

（イ
）
で
あ

る
が
、
（グ
ス
）
の
用
例
が
無
い
。
（ケ
ス
）
と
考
え
て
も
、
終
止
形
が

繋
が
る
の
は
お
か
し
い
。
ま
た
連
用
形
な
ら
ば

（ケ
ス
ル
）
イ
と
な
る

が
、
こ
れ
も
無
理
が
あ
る
。

（四
）
私
と
し
て
は
、
九
分
ど
お
り
漢
語
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
汚

れ
た
水
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
宮
島
先
生
は
、
大
野
先
生
同
様
、
私
の
見
解
を
妥
当

性
に
乏
し
い
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
柳
田
説
に
疑
間
を
呈
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
御
意
見
は
、
私
に
と
っ
て
大
野
先
生
の
そ
れ
よ
り
も

一
層
厳
し

か
っ
た
の
で
す
。
私
は
、
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ま
し
た
。
最
後
に
先

生
は
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
高
梨
先
生
の
御
意
見
を
開
く
必
要
が
あ
る

と
言
わ
れ
、
紹
介
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
私
は
、
高
梨
先
生
を

訪
ね
た
わ
け
で
す
。

高
梨
信
博
先
生
の
御
意
見

私
は
、
高
梨
先
生
に
私
の
見
解
と
そ
れ
に
対
す
る
大
野
、
宮
島
両
先

生
の
御
意
見
を
詳
し
く
話
ま
し
た
。
先
生
は
、
私
の
説
明
を
聞
き
終
わ

る
や
、
概
ね
次
の
よ
う
な
意
見
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

（
一
）
国
語
学
的
に
は
大
野
、
宮
島
両
先
生
の
御
意
見
で
尽
き
て
い
る

と
考
え
る
。

（二
）
三
つ
に
分
け
る
考
え
方
は
無
理
で
あ
る
。
従
っ
て
仮
説
と
す
れ

ば

（グ
ス
）
＋

（イ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
用
例
を
第

一
義
と
す

る
た
め
で
あ
る
。
（ケ
ス
）
十

（イ
）
は
、
用
例
が
な
い
。
し
か
も

（終

止
形
）
＋

（名
詞
）
で
あ
っ
て
、
無
理
が
あ
る
。

（三
）
柳
田
説
の
場
合

（グ
ス
）
は
名
詞
で
あ
り
、
こ
の
点
妥
当
で
あ

る
。
こ
の
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
国
語
学
的
に
は
無
理
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
確
認
の
し
よ
う
が
な
い
が
。

（四
）
私
と
し
て
は
日
本
で
作
っ
た
漢
語
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

日
本
独
自
の
意
味
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

（五
）
字
引
を
見
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
早
い
時
期
に
下
水
と
い
う
意
味

に
な
っ
て
い
る
が
、
室
町
時
代
が
最
初
の
よ
う
で
も
あ
る
。
（グ
ス
）
の

場
合
、
奈
良
時
代
ま
で
湖
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

私
の
見
解
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
ほ
と
ん
ど
否
定
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ



い
で
し
ょ
う
。
だ
が
、
柳
田
説
は
、
国
語
学
上
は
問
題
な
い
と
考
え
て

．

も
良
い
よ
う
で
す
。

柳
田
先
生
は
、
下
水
と
い
う
言
葉
は
当
て
字
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
を
私
は
大
和
言
葉
と
解
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
野
先
生

と
宮
島
先
生
は
漢
字
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
高
梨
先
生
は
日
本
で
作
ら

れ
た
漢
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
下
水
、
漢
字
で
僅
か
二
字
の

言
葉
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
奥
の
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
今

更
な
が
ら
驚
嘆
す
る
思
い
で
す
。

こ
こ
で
三
先
生
の
御
意
見
を
私
の
独
断
で
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お

き
ま
す
。
即
ち
、
『下
水
と
い
う
言
葉
は
漢
字
な
い
し
は
日
本
で
作
ら
れ

た
漢
字
の
可
能
性
が
高
く
、
か
な
り
新
し
い
言
葉
、
少
な
く
と
も
室
町

圧
　
時
代
以
降
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
仮
説
の

（
こ
、
（二
）
に
は
無
理
が
あ

そ
　
る
。
柳
田
説
は
否
定
出
来
な
い
が
、
仮
に
正
し
い
と
し
て
も
奈
良
時
代

講
一　
ま
で
用
例
を
湖
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
ピ

、”
　
　
石
毛
直
道
先
生

の
示
唆

と
発
見

水
　
　
私
の
見
解
は
こ
う
し
て
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
わ
け
で
す
が
、
人
類
発

．
　

祥
以
来
人
間
は
少
な
く
と
も
下
水
と
い
う
物
質
を
生
み
出
し
て
い
る
の

鳴
　
で
あ
り
ま
す
。
古
代
の
人
間
は
、
こ
の
物
質
に
何
等
か
の
言
葉
を
与
え

第
　
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
日
本
に
は
漠
字
が
中
国
大
陸
か
ら
伝
わ

一　
る
以
前
か
ら
人
間
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
も
人
々

１６
　
は
下
水
と
い
う
物
質
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
す
。
彼
等
は
、
そ
の
物

質
を
何
と
呼
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。国
語
学
は
科
学
で
あ
り
、従
っ

て
主
張
に
は
明
確
な
根
拠
が
必
要
で
す
。
逆
に
根
拠
薄
弱
な
主
張
は
、

所
詮
無
意
味
な
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
こ
を

一
歩
踏
み
越
え
な
い
と
未

知
の
領
域
に
入
っ
て
行
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
下
水
と
い
う
言
葉
は

漢
字
で
あ
り
、
漢
字
が
入
っ
て
く
る
以
前
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
い

う
知
見
を
得
た
だ
け
で
私
が
こ
の
研
究
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
は
、
私
の

気
持
ち
が
許
し
ま
せ
ん
。
幸
い
に
も
私
に
は
極
め
て
貴
重
な
手
掛
か
り

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
石
毛
先
生
が
私
の
見
解
を
聞
い
て
言
わ
れ

た
次
の
よ
う
な
感
想
で
す
。

「柳
田
先
生
は
、
極
め
て
感
覚
の
良
い
方
で
、
傾
聴
に
値
す
る
数
々
の

学
説
を
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
下
水
と
い
う
言
葉
の
場
合
も
無
下
に
否

定
す
べ
き
も
の
で
は
無
い
と
思
い
ま
す
。
（ケ
（褻
））
は
、
（
ハ
レ
（晴
））

に
対
す
る

（ケ
）
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。」

石
毛
先
生
は
、
要
素
分
け
に
関
し
て
仮
説
の

（三
）
を
む
し
ろ
自
然

と
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
、
最
初
敢
え
て
仮
説
の

（三
）
を

除
外
し
ま
し
た
が
、
先
生
は
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

（
ハ
レ
）
と

（ケ
）、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
大
変
古
い
言
葉
で
あ
る
と
考

え
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
（ケ
）
と
い
う
言
葉
は

「
日
常
」
を
意
味
し
ま

す
。
そ
し
て
同
時
に

「不
潔
」
と
い
う
意
味
を
も
含
み
ま
す
。

（
ハ
レ
）
は
、
そ
の
反
対
で

「非
日
常
」
の
意
で
、
ま
さ
に

「晴
舞

台
」
の
晴
で
す
。
下
水
と
い
う
物
質
は
、
日
常
的
に
生
ま
れ
る
汚
れ
た

_ 4 ,,… .`_.■ 、オ
“̀.r.
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水
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
（ケ
）
を

（
ハ
レ
）
の
反
対
語
と
解
す

る
こ
と
は
、
至
極
も
っ
と
も
で
あ
る
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
（ケ
ス
イ
）
は
、
（ケ
＋
ス
イ
）
で
あ
り
、
そ
れ

は
他
で
も
な
い

（褻
水
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
、
こ
こ
で
敢
え
て

（ス
イ
）
と
い
う
言
葉
を

（衰
）
と
解
釈
し

て
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
（ケ
衰
）。
こ
れ
は
日
常
が
衰
え
る
と
い
う
意
味

に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
来
ま
す
と
、
（ケ
ガ
レ

（機
れ
））
と
い

う
言
葉
が
直
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
あ
る
学
説
に
拠
り
ま
す
と
、
（ケ

ガ
レ
）
は

（ケ
枯
れ
）
、　
つ
ま
リ
ケ
が
枯
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

言
い
ま
す
。
仮
に
こ
の
諭
法
を
認
め
ま
す
と
、
（ケ
衰
）
は
、
（ケ
枯
れ
）

に
通
じ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
。
（ケ
ガ
レ
）
は

（汚
れ
）
で

も
あ
り
ま
す
。
下
水
も
ま
た
汚
れ
た
水
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
至
っ
て

私
は
、
古
代
に
一
歩
踏
み
込
み
得
た
と
感
し
ま
し
た
。
何
故
な
ら

（ケ

″
レ
）
を
最
も
嫌
う
の
は
神
道
で
、
（み
そ
ぎ
（潔
））
や
（は
ら
い
（祓
））

を
重
視
し
ま
す
。
し
か
も
こ
の
場
合
は
最
も
原
始
的
な
神
道
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
（ケ
ス
イ
）
と
い
う
言
葉
は
神
道
に
係
わ
り
あ
る
言
葉

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
て
私
は
、

一
筋
の
希
望
の
光
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
話
し
ま
し
た
こ
と
は
、
や
は
り

一
つ
の
仮
説
で
あ
り

ま
す
。
し
か
も
ま
た
こ
こ
で
も
我
田
引
水
そ
の
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
仮
説
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、
例
え
状
況
証
拠
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
な
り
に
客
観
的
な
根
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

文
献
調
査
の
結
果
、
「日
本
民
俗
語
大
辞
典
』
（石
上
堅
著
、
桜
楓
社
）

の

（ケ

（褻
）
）
の
項
に

「塵
芥
棄
場
の
こ
と
を
ケ
ヤ
マ
、
納
屋
の
こ
と

を
ケ
ゴ
ヤ
、
普
段
着
の
こ
と
を
ケ
ギ
と
言
う
。

」
と
い
う
記
述
を
見
付
け

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
は
全
て

「
日
常
」
「普
段
」
と
い
う
意
味
で

（ケ
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
日
常
の
汚

れ
た
水
を
表
す
言
葉
に

（ヶ
）
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
て
お
か
し
い

こ
と
は
何

一
つ
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
入
っ
て
い
な
い
方
が
余
程
疑
間

で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
私
は
、
今
話
し
ま
し
た
事
実
以
外
に
極
め
て
重
要
な
発
見

を
い
た
し
ま
し
た
。
奥
多
摩
の
丹
波
山
村
で
伊
藤
巖
と
い
う
方

（丹
波

山
村
議
会
事
務
局
長
）
か
ら
次
の
よ
う
な
事
実
を
聞
い
た
の
で
す
。

「丹
波
山
村
で
は
昔
、
下
水
の
こ
と
を

（
ケ
ゴ
ウ
ズ
）
と
言
っ
て
い
ま

し
た
。
（ケ
ゴ
ウ
ズ
）
は
大
変
綺
麗
で
、
う
っ
か
り
飲
ん
で
し
ま
う
ほ
ど

で
し
た
。
恐
ら
く
誰
で
も

一
度
は
飲
ん
だ
経
験
が
あ
る
の
で
は
無
い
で

し
ょ
う
か
。

」
（
一
九
八
九
年
二
月
）

丹
波
山
村
は
、
多
摩
川
上
流
の
東
京
都
に
隣
接
し
た
山
梨
県
側
に
あ

る
大
変
旧
い
村
で
す
。
小
菅
村
と
い
う
隣
村
の
方
が
旧
い
よ
う
で
す
が
、

丹
波
山
村
も
か
な
り
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
現
在
で
は
消
滅
し
た

よ
う
な
珍
し
い
習
俗
が
い
ま
な
お
こ
こ
に
は
残
っ
て
い
ま
す
。
伊
藤
さ

ん
は
、
現
在
五
十
八
歳
で
す
が
、
大
変
昔
の
こ
と
に
詳
し
い
方
で
す
。

私
は
、
（
ケ
ゴ
ウ
ズ
）
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
時
、
思
わ
ず

「本
当
で

議事欝i薄littitlソ
、 、:十 ・ :.  

・
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す
か
」
と
聞
き
返
し
ま
し
た
。
下
水
を
意
味
す
る

（ケ
）
と
い
う
言
葉

の
付
い
た
言
葉
が
現
実
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
。

檜
原
村

（丹
波
山
村
に
も
近
い
東
京
都
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
村
で
す

が
）
で
は
水
の
事
を

（ウ
ズ
）
と
い
う
事
は
既
に

「そ
の
一
」
（『下
水

文
化
研
究
』
第
二
号
所
収
）
で
述
べ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
思
い
出
し

て
頂
き
ま
す
と
、
（ケ
ゴ
ウ
ズ
）
と
い
う
言
葉
に
は

（ウ
ズ
）
と
い
う
言

葉
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
水
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が

す
ぐ
分
か
り
ま
す
。
（ケ
）
も
入
っ
て
お
り
、
（ウ
ズ
）
も
入
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
分
か
ら
な
い
言
葉
は
、
（ゴ
）
だ
け
で
す
。
こ
の

（ゴ
）
は
、

（ゴ
ウ
）
で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
、
差
し
当
た
り

（合
）

と
い
う
漢
字
を
当
て
は
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

（ケ
ゴ
ウ
ズ
）
と
は

（ケ
合
水
）、
即
ち

（褻
合
水
）
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
（け
水
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
用
例
が
ど
の
位
ま
で
過

去
に
潮
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
少
し
前
ま
で
実
際
に

（ケ
ス
イ
）
に
相
当
す
る
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
注
目
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
現
に
用
例
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
事
実
を
強
調
し
た
い
の
で
す
。
か
く

し
て
活
路
は
、
開
け
ま
し
た
。

さ
て
、
次
に
必
要
な
作
業
は
、
文
献
に
よ
っ
て
下
水
と
い
う
言
葉
の

意
味
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
で
す
。
果
た
し
て
下
水
と
い
う
言
葉
は
、

ど
の
時
代
か
ら
文
献
に
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
何
年
頃
か
ら
現
在
と
同

じ
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
先
ず
こ
の
課
題
の
追
及
が

必
要
で
す
。
そ
の
次
に
、
神
道
と
の
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
い
ず
れ
も
大
問
題
で
す
が
、
以
下
に
私
な
り
に
調
べ
た
結
果
を

報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

字

引

に
よ

る
探
索

私
は
、
国
文
学
に
は
全
く
門
外
漢
で
す
か
ら
、
古
文
献
を

一
つ
一
つ

紐
解
い
て
下
水
と
い
う
言
葉
を
探
求
す
る
こ
と
な
ど
、
所
詮
無
理
な
注

文
で
す
。
こ
の
際
は
、
権
威
の
あ
る
字
引
に
依
存
す
る
以
外
に
方
法
は

あ
り
ま
せ
ん
。
石
毛
先
生
は
、
私
に
諸
橋
先
生
の

『大
漢
和
辞
典
」
と

小
学
館
の

、日
本
国
語
辞
典
」
は
必
見
の
字
引
だ
と
教
え
て
下
さ
い
ま

し
た
。
言
に
違
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
字
引
は
膨
大
な
も
の
で
、
誠
に
貴
重

な
わ
が
国
の
財
産
と
も
言
え
る
も
の
で
し
た
。
私
は
、
こ
の
二
冊
に
富

山
房
の

「新
編
大
言
海
』
と

「古
事
類
苑
」
を
加
え
ま
し
た
。
最
初
の

方
は
、
石
丸
浩
氏
に
関
係
部
分
を
送
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「大
漢
和
辞
典
』
（諸
橋
）
の

「下
水
」
の
項
を
検
討
し
ま
す
と
、
下

水
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
一
つ
に

「汚
水
、
そ
れ
を
流
す
溝
」
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
大
変
新
し
い
時
代
の
も
の
で
あ
っ

て
、
本
来
の
意
味
は

「水
を
流
す
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
つ
ま

り

「下
」
と

「水
」
の
間
に
返
り
点
が
入
る
の
で
す
。
『戦
国
」、
「東
周

策
」
に
載
っ
て
い
る
と
い
う
次
の
文
章
は
印
象
的
で
す
。

「東
周
、
稲
を
為
す
を
欲
す
。
西
周
、
水
を
下
さ
ず
。」

周
の
時
代
と
言
え
ば
、
紀
元
前
数
世
紀
、
孔
子
の
時
代
の
こ
と
で
す
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が
、
そ
の
頃
に
は
下
水
と
い
う
言
葉
に
汚
水
や
溝
と
い
う
意
味
は
含
ま

れ
て
い
な
い
と
考
え
て
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
国
で
も
日
本
か
ら

逆
輸
入
さ
れ
た
漢
字
、
従
っ
て
実
は
日
本
語
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
。
高
梨
先
生
が
言
わ
れ
た
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
字
が
あ
る
以
上

こ
れ
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
言
葉
の
意
味
は
、
時
代
に
よ
っ
て

変
わ
る
わ
け
で
す
。
私
は
孔
海
南
氏
に
疑
間
を
ぶ
つ
け
て
み
ま
し
た
。

孔
氏
の
解
答
は
、
第
四
話
に
載

っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
日
本
で
の
意

味
と
は
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

『現
代
中
国
語
辞
典
」
（光
生
館
）
に
よ
り
ま
す
と
、
『下
水
溝
』
の

こ
と
は

，肛
水
洵
」
と
言
う
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
以
上
の
事
実

か
ら

『下
水
と
い
う
言
葉
は
中
国
の
生
枠
の
言
葉
で
は
な
い
。
現
在
中

国
に
下
水
と
い
う
言
葉
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
日
本
か
ら
逆

輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

」
と
考
え
ま
す
。

次
に

『
日
本
国
語
辞
典
」
（小
学
館
）
の

「げ
す
い

（下
水
）
」
と

「げ

す

（下
種
、
下
衆
、
下
主
、
下
司
）」
の
項
を
検
討
し
て
み
ま
す
。

先
ず

「げ
す

い

（下
水
）
」
で
す
。
こ
の
項
目
に
は

「運
歩
色
葉

集
」
、
「甲
陽
軍
艦
」
、
「談
義
本
教
訓
雑
長
持
し
、
「
日
葡
辞
書
」、
『和
訓

栞
」
等
に
記
さ
れ
た

「げ
す
い

（下
水
）
」
の
用
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
が

「運
歩
色
葉
集
』
で
、

西
暦

一
五
四
八
年
の
発
刊
で
す
。
戦
国
時
代
末
期
で
織
田
信
長
や
武
田

信
玄
が
活
躍
し
て
い
た
頃
で
す
が
、
そ
の
頃
に
は

「
げ
す
い

（下
水
）」

と
い
う
言
葉
は
「
汚
水
等
の
排
水
」
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

面
白
い
の
は

「日
葡
辞
書
」
で
す
。
こ
の
字
引
は
、　
一
六
〇
三
年
に

日
本
イ
エ
ズ
ス
会
が
発
刊
し
ま
し
た
。
こ
の
字
引
に
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
あ
り
ま
す
。

「茶
の
湯
で
中
に
水
を
こ
ぼ
し
入
れ
る
の
に
使
う
或
る
器
。
た
だ
し
、

よ
り
正
し
く
は
、
こ
の
器
に
入
っ
て
い
る
水
の
意
に
取
ら
れ
る
。

」

こ
の
記
述
に
よ
り
ま
す
と
、
「げ
す
い
」
は
確
か
に
排
水
の
意
に
は
違

い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
茶
器
を
洗
っ
た
水
と
い
う
極
め
て
特
異
な
排
水
の

意
な
の
で
す
。
「和
訓
栞
』
（
一
七
七
七
年
以
降
三
回
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
）

に
も
同
様
の
用
例
が
あ
り
ま
す
が
、
「建
水
の
音
転
し
て
、
け
す
い
と
い

ふ
と
も
い
へ
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
「建
水
」
と
は

「茶
碗
を
す
す
い
だ
水
を
捨
て
る
具
」
の
こ
と
で

す
。さ

て
、
次
は

「げ
す

（下
種
、
下
衆
、
下
主
、
下
司
）
」
で
あ
り
ま

す
。
「身
分
が
卑
し
い
、
品
性
が
下
劣
な
人
」
と
い
う
意
味
で
、
紹
介
さ

れ
た
用
例
の
典
拠
の
う
ち
最
も
古
い
も
の
は

『源
氏
物
語
』
で
す
。
こ

の
書
物
は
、
西
暦

一
〇
〇
八
年
に
公
に
さ
れ
た
平
安
時
代
の
古
典
中
の

古
典
で
す
。
「げ
す
」
が

「
人
糞
肥
料
」
、
「
し
も
ご
え
」
を
意
味
し
た
と

い
う
事
実
は
、
こ
の
項
で
は
方
言
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「下
水
」
に
関
連
し
て

「下
水
道
」
と
い
う
項
を
見
ま
す
と
、
こ
の

言
葉
が
載

っ
て
い
る
文
章
と
し
て

「御
触
書
寛
保
集
成
』
の
寛
文
元
年

の
項
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
既
に

『下
水
道
」
と
い
う
言
葉

は
存
在
し
た
わ
け
で
す
。
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さ
て
、
二
番
手
は
、
「新
編
大
言
海
』
で
す
。
こ
の
字
引
は
、
「日
本

国
語
辞
典
』
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、
「げ
す
」
の
用
例
と
し
て
、
「枕
草

子
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
先
に
述
べ
た
の
と
同
じ
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
書
物
は

「源
氏
物
語
』
よ
り
少
し
早
い
西

暦
九
九
六
年
に
公
に
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に

『古
事
類
苑
』
で
す
が
、
こ
の
書
物
の

『下
水
」
の
項
に
は

さ
ま
ざ
ま
の
古
文
献
か
ら

『下
水
」
に
関
連
あ
る
記
述
が
抜
粋
さ
れ
、

実
に
丁
寧
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
貴
重
な
書
物
で
あ
り
ま
す

が
、
今
ま
で
に
述
べ
た
以
上
の
成
果
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

字
引
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
を
纏
め
る
と
次
の
と
お
り
で
す
。

『下
水
と
い
う
言
葉
は
、
純
粋
な
漢
語
で
な
く
、
本
来
汚
れ
た
と
い
う

意
味
を
含
ま
な
い
可
能
性
が
高
い
。
汚
れ
た
排
水
、
あ
る
い
は
そ
れ
を

流
す
澪
と
い
う
意
味
に
使
わ
れ
た
用
例
は
、
戦
国
時
代
末
期
ま
で
湖
る

こ
と
は
出
来
た
が
、
仮
に
あ
ら
ゆ
る
古
文
献
を
当
た
っ
た
と
し
て
も
奈

良
時
代
以
前
ま
で
湖
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の

点
は
、
大
野
、
宮
島
、
高
梨
三
先
生
の
示
唆
の
通
り
で
あ
る
。

字
引
は
、
方
言
と
し
て

（ゲ
ス
）
に

「し
も
ご
え
」
と
い
う
意
味
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
方
言
を
庶
民
の
中
に
語
り
継
が
れ
て
き

た
言
葉
と
解
す
る
と
、
原
日
本
語
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出

来
る
。
柳
田
説
は
や
は
り
注
目
に
値
す
る
。』

古
代
に
分
け
入
っ
て
下
水
と
い
う
言
葉
を
調
べ
る
手
段
を
別
に
考
え

な
い
限
り
、
い
か
な
る
字
引
を
用
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
の
結
論

は
得
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

祝
詞

の
中

の
状
況
証
拠

下
水
と
い
う
言
葉
は
、
神
道
に
係
わ
り
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と

を
先
程
申
し
ま
し
た
。
神
道
に
関
係
す
る
文
章
と
言
え
ば

『祝
詞
」
が

あ
り
ま
す
。
祝
詞
が
出
来
た
の
は
飛
鳥
京
時
代

（六
七
二
～
六
九
四
）

又
は
藤
原
京
時
代

（六
九
四
～
七

一
〇
）
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

大
変
古
い
。
古
事
記
よ
り
相
当
古
い
の
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
日
本
最
古

の
文
章
と
思
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
は

『六
月

（み
な
づ
き
）
の
晦

（
つ
ご
も
り
）
の
大
祓

（お
ほ
は

ら
へ
）」
と
い
う
祝
詞
を
読
ん
で
、
次
の
部
分
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。

先
ず
第

一
点
は
、
『屎
戸

（く
そ
へ
）」
と
い
う
罪
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

「屎
戸
」
と
は

『き
た
な
い
も
の
を
ま
さ
散
ら
す
こ
と
」
で
す
。
第
二

点
は
、
次
の
記
述
で
す
。
即
ち
、
「遺
（の
こ
）
る
罪
は
あ
ら
じ
と
祓
（は

ら
）

へ
た
ま
ひ
清
め
た
ま
ふ
事
を
、
高
山

・
短
山

（ひ
き
や
ま
）
の
末

よ
り
、
さ
く
な
だ
り
に
落
ち
た
ぎ
つ
速
川
の
瀬
に
坐

（ま
）
す
瀬
織
つ

ひ
め
と
い
う
神
、大
海
の
原
に
持
ち
出
で
な
む
。
か
く
持
ち
出
で
往
（い
）

な
ば
、
荒
塩
の
塩
の
八
百
道

（や
ほ
ぢ
）
の
、
八
塩
道
の
塩
の
八
百
会

（や
ほ
あ
ひ
）
に
坐
す
速
開

（は
や
あ
き
）
つ
ひ
め
と
い
ふ
神
、
持
ち

か
か
呑
み
て
む
。
か
く
か
か
呑
み
て
は
、
気
吹
戸

（い
ぶ
き
ど
）
主
と

い
ふ
神
、
根
の
国

。
底
の
国
に
坐
す
速

（は
や
）
さ
す
ら
ひ
め
と
い
ふ

神
、
持
ち
さ
す
ら
ひ
失
ひ
て
む
。
」
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こ
の
記
述
は
、
罪
を
消
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
地
球
規
模
に
拡
大
し
て
、

実
に
壮
大
に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
罪
と
は
、
「
ケ
ガ
レ

（褻
）」
で
あ
り

ま
す
。
私
は
、　
い
か
な
る
記
述
で
も
、　
い
か
な
る
創
造
で
も
、
何
等
か

の
ヒ
ン
ト
が
な
け
れ
ば
生
み
出
さ
れ
な
い
と
考
え
ま
す
。
私
は
、
こ
の

記
述
を
う
ん
と
縮
小
し
て
畳

一
枚
位
に
し
て
考
え
て
み
ま
し
た
。
そ
う

す
る
と
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
沈
澱
池
が
想
像
出
来
る
の
で
す
。
汚
れ

た
水
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
た
小
さ
い
汚
濁
物
が
沈
澱
池
に
流
入
し
ま
す
。

汚
濁
物
は
、
少
し
流
れ
、
や
が
て
底
の
方
に
沈
ん
で
堆
積
し
、
次
第
に

分
解
さ
れ
、
最
終
的
に
は
元
の
姿
を
止
め
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
浄
化
の
過
程
を
分
解
し
、
こ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
神
の
存
在
を
意
識
し
て

極
め
て
大
胆
に
記
述
し
ま
す
と
、
今
紹
介
し
た
よ
う
な
記
述
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
祝
詞
の
こ
の
部
分
は
沈
澱
池
と
い
う
モ
デ

ル
が
あ
っ
て
、
そ
の
機
構
を
十
分
に
観
察
し
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
に

違
い
な
い
と
考
え
ま
す
。
第

一
点
と
し
て
述
べ
ま
し
た

「屎
戸
」
は
罪

で
し
た
。
こ
の
罪
を
免
れ
る
た
る
め
に
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
よ

ご
れ
た
も
の
は
無
限
に
生
み
出
さ
れ
る
の
で
す
。
浄
化
す
る
か
、
溜
め

る
か
、
ど
ち
ら
か
で
し
ょ
う
。
後
者
の
場
合
は
溜
め
る
場
所
を
無
限
に

探
し
、　
一
杯
に
な
る
度
に
変
え
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
汚
水
の
よ

う
な
液
体
の
場
合
、
溜
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な

ら
ど
う
す
る
か
、
浄
化
で
す
。
昔
の
こ
と
で
す
か
ら
、
汚
れ
て
い
て
も

綺
麗
な
も
の
で
す
。
極
め
て
簡
単
な
沈
澱
池
で
充
分
だ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
祝
飼
は
こ
の
よ
う
に
、
「古
代
、
汚
れ
た
水
、
即
ち
下
水
が
浄

化
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
仮
説
に

一
つ
の
状
況
証
拠
を
提
供
し
て
い
ま

す
。下

水
と
い
う
言
葉
は
「
ケ
水
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
「褻

水
」
の
意
で
す
。
神
道
は

「
け
が
れ

（機
）
」
を
嫌
い
、
「
祓
」
「
み
そ
ぎ
」

を
重
要
な
も
の
と
考
え
ま
す
。
祝
詞
の
中
に
は
沈
澱
池
が
モ
デ
ル
に

な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
解
釈
は
、

全
て
極
め
て
密
接
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
だ

一
つ
の
事

実
を
私
達
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
「無
秩
序
な
下
水
処

分
は
あ
り
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
事
実
で
す
。
古
代
、
日
本
人
の
先
祖

は
か
な
り
高
い
下
水
文
化
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
あ
り
ま
せ

ん
。
下
水
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
そ
れ
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
気
持

ち
が
致
し
ま
す
。

そ
も
そ
も
古
代
に
あ

っ
て
は

「あ
の
世
」
と

「
こ
の
世
し
の
間
に
往

復
の
回
路
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「
こ
の
世
」
か
ら

「あ
の

世
」

へ
一
方
方
向
し
か
な
く
、
し
か
も
天
国
か
地
獄
か
と
い
う
二
者
択

一
と
い
う
考
え
方
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
循
環
の
死
生
観
を

持
つ
場
合
、
こ
の
世
を
汚
濁
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
強

く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

循
環
の
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
水
を
あ
の
世
か
ら
頂
き
、
再
び

あ
の
世
に
帰
す
と
い
う
考
え
方
が
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
時
代

が
下
が
る
に
つ
れ
て
前
者
に
対
す
る
感
謝
だ
け
が
残
り
、
後
者
が
忘
れ

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ゅ
う
か
。
そ
の
感
謝
の
気
持
ち
さ
え

・i'■・

=
f.=  .
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今
や
薄
れ
る
ば
か
り
の
よ
う
で
す
。
文
化
の
衰
退
と
い
う
こ
と
も
出
来

゛
一―
）ょ
フヽ
。

最
後
に
上
水
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
私
は
こ
の
言
葉
は
下
水
と
い
う

言
葉
が
出
来
て
か
ら
、
そ
の
対
語
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
下
水
と
い
う
言
葉
は
、
上
水
と
い
う
言
葉
よ
り
古
い

と
思
う
わ
け
で
す
。

さ
て
さ
て
、
下
水
と
い
う
僅
か
漢
字
に
し
て
二
字
、
音
に
し
て
三
字

の
極
め
て
簡
単
な
言
葉
な
の
に
、　
一
度
そ
の
奥
に
迷
い
込
み
ま
す
と
、

道
は
細
く
暗
く
、
ど
こ
ま
で
も
は
て
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
よ
う
で

す
。
ま
だ
ま
だ
半
分
の
道
程
に
も
達
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

言
葉
は
、
文
化
の
象
徴
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
ま
さ
に
し
か
り
と
い
う

こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
す
。
古
い
文
献
と
し
て
は

「古
事
記
』
や

「律

令
』
が
あ
り
ま
す
。
『祝
詞
」
も
ま
た
私
の
よ
う
な
門
外
漢
に
は
極
め
て

難
解
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
文
献
を
つ
ぶ
さ

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
に
は
ま
さ
に
至
難
な
仕
事
で

あ
り
ま
す
が
、
時
間
を
か
け
て
少
し
づ
つ
研
究
し
、
将
来
何
時
の
日
か

こ
の
続
き
を
報
告
い
だ
し
ま
す
。

討
論

上
ノ
土
　
私
は
、
「
グ
ス
＋
イ
」
か
、
「
ケ
＋
ス
イ
」
か
ど
ち
ら
か
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
固
形
物
と
し
て
と
ら
え
た
か
、
水
と
し
て

と
ら
え
た
か
、
ど
ち
ら
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
分
か
れ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
柳
田
先
生
は
前
者
だ
っ
た
の
で
は
。
そ
れ
に
し
て
も
使
っ
た

後
の
水
は
必
ず
有
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
す
る
言
葉
が
全
く
な
い
と

い
う
の
は
お
か
し
い
と
い
う
意
見
に
は
同
感
で
す
。
「
ケ
」
と
い
う
言
葉

で
最
初
に
う
か
ん
だ
の
が

「化
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
つ
ま
り

「ぼ
け

る
」
と
い
う
字
で
す
ね
。

稲
場
　
昔
の
言
葉
と
い
う
の
は
本
当
に
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
例
え
ば

水
だ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は

「
ワ
カ
」
と
言
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

「関
伽

（ア
カ
）」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
と
水
と
は
そ

も
そ
も
発
音
が
全
く
違
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
に
は
、
水
と
い
う
言
葉
で

さ
え
昔
の
人
が
何
と
言
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
先
程
発
表
し

た

「
ケ
ス
イ
」
の
場
合
、
「
ス
イ
」
の
部
分
の
検
討
が
充
分
で
な
い
よ
う

で
、
自
信
は
な
い
ん
で
す
。

上
ノ
土
　
上
水
は
新
し
い
言
葉
だ
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
点
賛
成

で
す
。
水
自
体
が
綺
麗
な
場
合
、
上
水
と
い
う
概
念
は
出
て
こ
な
い
と

思
い
ま
す
。
「水
」
と

『汚
れ
た
水
」、
こ
れ
が
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
上
水
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
た
こ
と
自
体
、
新
し
い
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
下
水
と
い
う
言
葉
の
方
が
古
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
西
　
土日
か
ら
水
を
捨
て
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も
う
な

ず
け
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
や
は
り
文
献
で
き
ち
ん
と
押
さ
え

な
い
と
説
得
力
が
な
い
。
稲
場
説
は
決
め
て
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
所

が
あ
る
か
ら
。

稲
場
　
確
か
に
そ
の
よ
う
な
側
面
は
あ
り
ま
す
。
で
も
下
水
と
い
う
言
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葉
を
分
析
し
た
の
は
柳
田
国
男
先
生
だ
け
な
ん
で
す
。
私
は
以
前
何
の

疑
問
も
無
く
、
下
水
は
下
水
だ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
や
は
り
柳
田

先
生
は
偉
い
先
生
で
す
。

斎
藤
　
中
西
さ
ん
は
厳
し
い
意
見
だ
け
れ
ど
、
こ
の
よ
う
な
部
分
は
文

献
が
少
な
い
。
だ
か
ら
や
む
お
え
な
い
所
も
あ
り
ま
す
よ
。

私
の
田
合
は
百
姓
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
便
所
は
母
家
か
ら
離
れ

た
所
に
あ
っ
た
。
大
き
な
木
の
溜
め
が
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
溜
ま
る
と

裏
の
畑
に
運
ん
で
埋
め
た
。
す
る
と
長
い
間
に
浄
化
さ
れ
た
。
だ
か
ら

屎
尿
は
川
に
流
さ
な
か
っ
た
。　
一
方
流
し
の
排
水
で
す
が
、
流
し
台
の

排
水
管
の
先
に
網
が
付
い
て
い
て
、
米
粒
や
菜
っ
葉
の
切
れ
端
は
水
路

に
出
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
網
の
先
は
、
小
さ
い
水
路
で
、
そ
れ

が
共
同
の
小
川
に
繋
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
下
水
が
ど
の
部
分
に
あ
た
る
の
か
は
問
題
で
す
が
、
と
も

か
く
自
然
の
浄
化
力
を
随
分
活
用
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

地
方
都
市
で
は
町
の
中
の
水
路
で
野
菜
を
洗
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ

れ
を
考
え
る
と
、
ど
の
部
分
が
今
の
下
水
と
い
う
概
念
で
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
ど
う
も
昔
と
今
と
で
は
下
水
の
イ

メ
ー
ジ
、
概
念
が
違
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
市
街
地
で
も
共
同
し
て
掃
除
を
し
た
。
生
活
共
同
体
で
す
ね
。

ど
う
も
昔
と
今
で
考
え
方
が
違
う
。
そ
の
違
い
が
言
葉
に
も
影
響
し
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

稲
■

， 　
こ
の
前
、
照
井
さ
ん
が
青
梅
市
の

「流
れ
っ
ば
」
を
調
べ
ら
れ

ま
し
た
。
流
れ
っ
ぱ
は
自
然
の
沈
澱
機
能
を
持
っ
た
水
路
な
ん
で
す
。

流
れ
っ
ぱ
は
、
別
に

「
セ
セ
ナ
ゲ
」
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
で
す
。
照
井

さ
ん
が
調
査
に
行
っ
た
ら
、
既
に
埋
め
ら
れ
て
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
話
だ
け
は
聞
か
れ
た
。
た
だ
い
つ
頃
か
ら
有
っ
た
の
か
は
分
か
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
セ
セ
ナ
ゲ
も
い
ろ
い
ろ
な
都
市
的
集
落
に
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
た
だ
そ
れ
ら
が
何
時
造
ら
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
私

は
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
日
本
人
が
決
し
て
流
し
っ
ば
な
し
に
し
な
か
っ

た
と
い
う
良
い
例
だ
と
思
い
ま
す
。
下
水
と
い
う
言
葉
を
辿
っ
て
行
く

と
古
い
時
代
の
下
水
道
の
シ
ス
テ
ム
が
ぼ
ん
や
り
だ
け
れ
ど
、
透
け
て

見
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

熊
井
　
標
準
語
と
方
言
で
す
が
、
や
は
り
土
地
の
生
活
や
習
慣
を
辿
る

た
め
に
は
標
準
語
で
は
駄
目
で
、
方
言
に
頼
る
以
外
な
い
。
下
水
と
い

う
の
は
標
準
語
だ
と
思
う
ん
で
す
。
方
言
が
基
に
な
っ
て
標
準
語
が
出

来
る
。
だ
か
ら
下
水
と
い
う
言
葉
だ
け
で
追
及
す
る
の
は
問
題
で
、も
っ

と
方
言
を
追
ち
て
行
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
か
。

稲
場
　
方
言
の
昔
、　
つ
ま
り
昔
の
方
言
を
調
べ
な
い
と
い
け
な
い
と
す

れ
ば
、
大
変
難
し
い
。
方
言
も
変
わ
っ
て
行
き
ま
す
か
ら
。

谷
口
　
現
代
人
と
古
代
人
と
で
は

「け
が
れ
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に

相
当
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
広
い
イ
メ
ー
ジ
で
と
ら

え
た
方
が
良
い
よ
う
に
も
思
う
ん
で
す
。
抽
象
的
な
意
味
も
含
め
て
で

す
ね
。
「屎
戸
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
も
か
な
り
違
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
現
代
人
が
漢
字
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
も
の
と
は
。
同
時
代
の
人
達
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の
間
で
も
歴
史
風
土
が
違
う
だ
け
で
同
じ
言
葉
に
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
人

に
よ
っ
て
違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
古
代
と
も
な
れ
ば
も
つ
と
ひ
ど
い

だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

須
藤
　
稲
場
さ
ん
が
こ
の
テ
ー
マ
に
こ
こ
ま
で
拘
っ
た
理
由
は
何
だ
っ

た
の
で
す
か
。

稲
場
　
下
水
と
い
う
言
葉
を
研
究
し
た
人
は
私
の
知
る
限
り
で
は
柳
田

先
生
だ
け
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
先
生
は
下
水
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
全
く
違
っ
た
も
の
を
提
示
さ
れ
た
。
私
は
先
生
の
研
究
を
知
る
ま

で
は
、
下
水
と
い
う
言
葉
に
何

一
つ
疑
間
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

先
生
の
説
は
私
に
は
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
ん
で
す
。
先
生
は
下
水
道
の
専

門
家
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
専
門
家
は
下
水
と
い
う
言
葉
に
疑
間
等
全

く
持
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
先
生
は
下
水
と

い
う
言
葉
を

「忘
れ
て
よ
い
語
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
点
は

極
め
て
残
念
で
し
た
。
下
水
は
生
活
に
密
着
し
て
い
る
。
民
俗
学
は
そ

の
下
水
を
無
視
し
て
良
い
わ
け
が
な
い
。
私
は
そ
う
思
っ
た
ん
で
す
。

先
生
は
そ
の
よ
う
な
お
考
え
で
す
か
ら
、
下
水
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

深
く
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
。
残
念
の

一
語
に
尽
き
ま
す
。
こ
う
し
て
大

き
い
研
究
領
域
が
残
さ
れ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
取
り
組
ん
だ
の
で
す
が
、

考
え
が
進
む
に
つ
れ
て
下
水
と
い
う
言
葉
か
ら
昔
の
下
水
道
の
シ
ス
テ

ム
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
始
め
た
の
で
す
。
そ
れ
に
皆
、
近

代
下
水
道
の
イ
メ
ー
ジ
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
音
の
下
水
道
の
イ

メ
ー
ジ
は
持
っ
て
な
い
ん
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら
大
変
価
値

の
あ
る
研
究
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
ゃ
は
り
用
例
が
必
要
な

ん
で
す
。
そ
の
面
で
檜
原
村
や
丹
波
山
村
で
の
発
見
は
貴
重
で
し
た
。

東
京
の
近
く
に
あ
の
よ
う
に
古
い
言
葉
が
残
っ
て
い
る
地
域
が
あ
っ
た

と
は
驚
き
で
し
た
。
私
の
研
究
は
決
し
て
強
引
な
こ
し
つ
け
だ
と
は
思

わ
な
い
ん
で
す
が
。

藤
森
　
丹
波
山
村
の
「
ヶ
ゴ
ウ
ズ
し、
こ
れ
は
貴
重
な
情
報
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
標
準
語
の
下
水
と
随
分
違
う
。
地
方
に
出
張
す
る
機
会
に
気

を
付
け
て
、
も
っ
と
違
っ
た
言
葉
が
あ
る
か
調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。

石
丸
　
谷
口
さ
ん
の
感
想
に
近
い
気
持
ち
で
す
。
学
問
的
追
及
と
い
う

よ
り
も
ロ
マ
ン
を
感
じ
ま
し
た
。
無
茶
な
立
論
と
い
う
印
象
は
な
い
ん

で
す
が
、
言
葉
の
検
討
を
通
し
て
、
下
水
道
の
本
質
を
提
示
す
る
方
向

に
向
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
下
水
文
化
の
研
究
で
す
か
ら
、
言
語

学
的
に
正
し
い
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
言
語
学
と
い
っ
た
方
面

を
踏
み
台
に
し
て
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
も
の
を
ど
ん
ど
ん
集
め
、
現
在
下

水
道
が
抱
え
て
い
る
問
題
点
、
ひ
い
て
は
将
来
進
べ
き
方
向
を
考
え
る
、

祝
詞
に
遡
り
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
将
来
に
つ
い
て
提
言
す
る
よ
う
な
、

そ
の
よ
う
な
力
を
感
し
ま
し
た
。
多
少
の
論
理
の
無
理
は
、
む
し
ろ
間

題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

栗
田
　
言
葉
が
誕
生
す
る
以
前
か
ら
人
間
は
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
も

そ
の
よ
う
な
時
代
に
も
下
水
は
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
古
い
ん
で
す
。
だ

か
ら
下
水
に
な
ん
ら
か
の
言
葉
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
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外
国
語
も
調
べ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

北
川
　
大
変

ロ
マ
ン
を
感
し
ま
し
た
。
上
水
と
い
う
言
葉
が
い
つ
頃
登

場
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
辺
り
は
。

稲
場
　
調
べ
て
な
い
の
で
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
玉
川
上
水
は
約
四
百
年

位
前
に
出
来
た
の
で
し
ょ
う
か
。
上
水
奉
行
と
い
う
制
度
も
江
戸
時
代

に
は
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
に
は
上
水
と
い
う
言
葉
は

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
調
べ
て
み
ま
す
。
祝
詞
の
中
に
は
上

水
と
い
う
言
葉
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
感
じ
と
し
て
随
分
新
し

い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

ｒ
●

‥
い　

，


