
■
リ
フ
レ
イ
ン
に
並
ん
で
る
ズ
ラ

「
ち
ゃ
っ
き
り
節
」
と
い
う
民
謡
が
あ
る
。
民
謡
と
い
っ

て
も
、
古
く
か
ら
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
曲
で
は
な
い
。

静
岡
電
鉄
が
、
宣
伝
歌
と
し
て
、
北
原
白
秋
に
作
詞
を
依

頼
し
た
新
民
謡
で
あ
る
。

『
白
秋
全
集
』
30
「
歌
謡
集
2
」
収
載
の
「
ち
ゃ
っ
き
り

節
」（
9
〜
14
頁
）
は
17
番
ま
で
あ
り
、
各
番
の
末
尾
は

「
ち
ゃ
っ
き
り
ち
ゃ
っ
き
り
、
ち
ゃ
っ
き
り
よ
、
き
や
ア

る
が
啼な

く
ん
て
雨あ

め

づ
ら
よ
。」
が
囃は

や

子し

詞こ
と
ば

と
し
て
、
繰
り

返
さ
れ
る
。

全
集
は
『
北
原
白
秋
地
方
民
謡
集
』（
1
9
3
1
年
、
博

文
館
）
を
出
典
と
す
る
。
解
説
に
あ
た
る
「
後
記
」
に
よ

る
と
、
こ
の
囃
子
詞
の
後
半
は
発
表
媒
体
に
よ
り
「
き
ゃ

ア
る
が
啼
く
か
ら
雨
づ
ら
よ
。」
や
「
き
ゃ
ア
る
が
啼
く

ん
で
雨
づ
ら
よ
。」
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
お
い
て
も
末
尾
の
「
雨
づ
ら
よ
。」
は
変
わ
ら

な
い
。

同
全
集
付
録
の
月
報
30
に
は
浅
野
健
二
氏
に
よ
る

「『
ち
ゃ
っ
き
り
節
』
考
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
戦
後
、
ビ
ク
タ
ー
専
属
の
歌
手
、
市
丸
の
レ

コ
ー
ド
に
よ
り
全
国
に
広
く
普
及
し
、昭
和
32（
1
9
5
7
）

年
の
静
岡
県
主
催
の
国
体
で
は
踊
り
も
披
露
さ
れ
、
静
岡

県
を
代
表
す
る
民
謡
に
な
っ
た
ら
し
い
。

50
代
半
ば
の
私
も
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る

（
た
だ
し
、
関
西
で
生
育
し
た
た
め
、
似
て
非
な
る
「
ち
ゃ
っ
き

り
娘
」
と
混
線
し
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
）。
年
長

の
方
々
に
は
、
な
じ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
耳
に
残
る
の
は
、
や
は
り
こ
の
囃
子
詞
の
フ

レ
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。
記
し
た
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、「
雨
ズ
ラ
」
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の

「
ち
ゃ
っ
き
り
節
」
の
定
着
と
県
民
に
親
し
ま
れ
る
こ
と

を
通
し
て
、
ズ
ラ
は
静
岡
県
を
代
表
す
る
こ
と
ば
に
な
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

30
年
く
ら
い
前
に
な
る
が
、
大
井
川
上
流
に
方
言
調
査

に
行
っ
た
。
そ
の
帰
途
、
静
岡
駅
で
売
ら
れ
て
い
る
土
産

物
に
「
そ
う
ず
ら
ま
ん
じ
ゅ
う
」
を
見
つ
け
た
。
買
っ
た

こ
と
は
覚
え
て
い
る
も
の
の
、
味
の
記
憶
は
な
い
と
こ
ろ

か
ら
す
る
と
、
普
通
に
お
い
し
か
っ
た
と
想
像
す
る
。
味

は
さ
て
お
き
、
土
産
物
の
命
名
素
材
に
な
る
く
ら
い
、
ズ

ラ
は
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
と
も
な
う
代
表
的
方

言
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

ズ
ラ
が
使
わ
れ
る
の
は
、
静
岡
県
に
限
ら
な
い
。
山
梨

県
、
長
野
県
（
北
部
を
除
く
）、
愛
知
県
の
一
部
も
該
当
す

る
。
都
道
府
県
別
に
代
表
方
言
を
掲
げ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
方

言
辞
典
『
全
国
方
言
小
辞
典
』
や
そ
の
改
訂
版
に
あ
た
る

『
全
国
方
言
辞
典
』
で
は
、
愛
知
県
を
除
き
、
ズ
ラ
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
部
地
方
を
代
表
す
る
方
言
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

■
ズ
ラ
っ
て
何
ズ
ラ
?

ズ
ラ
は
推
量
を
意
味
す
る
助
動
詞
で
あ
る
。
標
準
語
に

訳
す
と
「
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
雨
ズ
ラ
」

は
「
雨
だ
ろ
う
」
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

ズ
ラ
は
、
基
本
的
に
体
言
（
名
詞
）
相
当
の
語
に
接
続

す
る
。「
雨
」
は
名
詞
だ
か
ら
、「
雨
ズ
ラ
」
は
典
型
的
な

使
い
方
で
あ
る
。「
雪
」
も
「
星
」
も
「
大
阪
ガ
ス
」
も

「
C
E
L
（
セ
ル
）」
も
体
言
（
名
詞
）
な
の
で
、「
雪
ズ
ラ
」

「
星
ズ
ラ
」「
大
阪
ガ
ス
ズ
ラ
」「
C
E
L
ズ
ラ
」
は
い
ず

れ
も
使
い
方
と
し
て
問
題
な
い
。

そ
れ
で
は
、
体
言
以
外
の
動
詞
や
形
容
詞
な
ど
用
言
の

推
量
は
、
ど
の
よ
う
に
表
す
の
か
。

そ
の
場
合
は
、
ラ
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
動
詞
の
「
行

く
」、
形
容
詞
の
「
高
い
」
の
推
量
は
「
行
く
ラ
」「
高
い

ラ
」
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
く
だ
ろ
う
」「
高
い
だ
ろ

う
」
を
表
す
。

読
者
の
中
に
ズ
ラ
を
使
う
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
こ

こ
で
疑
問
を
抱
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
行
く
ズ
ラ
」

「
高
い
ズ
ラ
」
も
使
う
ぞ
、
こ
の
著
者
は
間
違
っ
て
い

る
!
…
…
あ
る
い
は
控
え
め
な
方
だ
と
、「
行
く
ズ
ラ
」

「
高
い
ズ
ラ
」
と
言
え
る
自
分
の
ズ
ラ
は
ど
こ
か
変
な
の

だ
ろ
う
か
と
、
心
細
く
な
ら
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

心
配
は
い
ら
な
い
。
私
も
あ
な
た
も
誤
っ
て
い
な
い
。

「
行
く
ズ
ラ
」「
高
い
ズ
ラ
」
は
、
確
実
に
存
在
す
る
。
た

だ
し
、「
行
く
ラ
」「
高
い
ラ
」
と
「
行
く
ズ
ラ
」「
高
い

ズ
ラ
」
は
異
な
る
。「
行
く
ラ
」「
高
い
ラ
」
の
「
行
く
」

「
高
い
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
行
く
」「
高
い
」
を
表
し
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、「
行
く
ズ
ラ
」「
高
い
ズ
ラ
」
の
「
行

く
」「
高
い
」
は
、「
行
く
の
」「
高
い
の
」
を
表
す
。
し

た
が
っ
て
、「
行
く
ラ
」「
高
い
ラ
」
は
「
行
く
だ
ろ
う
」

「
高
い
だ
ろ
う
」
を
表
す
の
に
対
し
、「
行
く
ズ
ラ
」「
高

い
ズ
ラ
」
は
「
行
く
の
だ
ろ
う
」「
高
い
の
だ
ろ
う
」
を

不
明
で
あ
り
、
実
際
、
研
究
者
の
間
で
も
起
源
を
め
ぐ
っ

て
、
諸
説
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
起
源
に

つ
い
て
も
上
に
挙
げ
た
拙
著
に
示
し
て
い
る
）。

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
改
革
す
れ
ば
、
す
べ
て
終
止
形
に

ラ
を
付
け
る
だ
け
で
、
推
量
形
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　

   

終
止
形　

   

推
量
形

　
　
動　

詞　

  

行
く
　
　
行
く
ラ

　
　
形
容
詞　

  

高
い
　
　
高
い
ラ

　
　
名　

詞　

  

雨
だ
　
　
雨
だ
ラ

す
な
わ
ち
、
ズ
ラ
を
捨
て
去
り
、
ダ
ラ
に
し
て
し
ま
う

と
い
う
抜
本
的
改
革
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
伝
統
型
の
名
詞
で
要
求
さ
れ
る
「
だ
」
→
ズ

の
置
き
換
え
は
、
そ
の
背
景
も
わ
か
ら
ず
、
何
と
も
理
不

尽
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
不
能
な
要
素
が
含
ま
れ
て

い
る
点
に
お
い
て
も
伝
統
型
は
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
バ
ラ

ン
ス
を
欠
き
、
改
革
型
の
方
が
ス
マ
ー
ト
な
こ
と
は
明
ら

か
だ
。

■
ズ
ラ
か
ら
ダ
ラ
へ

こ
の
改
革
は
、
机
上
の
論
で
は
な
く
、
現
実
に
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
頁
の
地
図
（
図
）

に
示
し
た
。
地
図
で
は
「
雨
だ
ろ
う
」「
先
生
だ
ろ
う
」

の
よ
う
な
「
名
詞
+
だ
ろ
う
」
の
「
だ
ろ
う
」
を
「
名

詞
述
語
推
量
辞
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
1
9
8
0
年

代
の
分
布
状
況
を
『
方
言
文
法
全
国
地
図
』（
G
A
J
）
に

基
づ
き
、
そ
の
30
年
後
の
2
0
1
0
年
代
、
つ
ま
り
現

在
の
分
布
状
況
を
『
新
日
本
言
語
地
図
』
の
た
め
の
調
査

（
F
P
J
D
）
に
基
づ
い
て
、
重
ね
合
わ
せ
て
示
し
て
い
る
。

80
年
代
に
は
、
愛
知
県
で
も
、
東
側
の
三
河
地
方
で
ズ

ラ
が
使
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
衰
退
が
著
し
く
、
ほ
ぼ

全
域
で
ダ
ラ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
に
挙
げ

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。「
の
」
の
有
無
に
注
意
し
て
も

ら
い
た
い
。

上
に
ズ
ラ
は
「
体
言
（
名
詞
）
相
当

0

0

の
語
に
接
続
す
る
」

と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
相
当
」
を
補
っ
て
い
る
。
用
言
で

あ
る
動
詞
や
形
容
詞
で
あ
っ
て
も
、「
〜
の
」
の
よ
う
な

体
言
相
当
の
意
味
を
表
す
場
合
は
、
ズ
ラ
が
接
続
で
き
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
言
の
用
法
は
「
準
体
法
」
と

呼
ば
れ
る
。
ズ
ラ
の
前
に
来
る
準
体
法
の
形
は
、
表
面
上

は
動
詞
・
形
容
詞
の
終
止
形
（
言
い
切
る
形
）
と
区
別
が

な
い
が
、
文
法
上
は
連
体
形
に
該
当
す
る
活
用
形
で
あ
る
。

準
体
法
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
と
、
長
く
な
っ
て
し
ま

う
。
拙
著
『
こ
と
ば
の
地
理
学
』
第
7
章
で
、
も
う
少
し

詳
し
く
説
明
し
て
い
る
の
で
、
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
お

読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

■
ズ
ラ
は
不
規
則

「
だ
ろ
う
」（
推
量
）
を
表
す
ズ
ラ
と
ラ
に
つ
い
て
、
整

理
し
て
お
こ
う
。

動
詞
・
名
詞
な
ど
の
品
詞
ご
と
に
、
終
止
形
（
言
い
切

る
形
）
と
推
量
形
を
上
下
に
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
伝
統
的
な
ズ
ラ
の
使
い
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

   

終
止
形　

   

推
量
形

　
　
動　

詞　

  

行
く
　
　
行
く
ラ

　
　
形
容
詞　

  

高
い
　
　
高
い
ラ

　
　
名　

詞　

  

雨
だ
　
　
雨
ズ
ラ

動
詞
・
形
容
詞
は
、
終
止
形
に
ラ
を
付
け
る
だ
け
で
推

量
形
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、名
詞
は
「
だ
」

を
ズ
に
変
え
て
、
ラ
を
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
品
詞
に
よ
っ
て
作
り
方
が
違
う
と
い
う
面
倒
な
手

続
き
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、「
だ
」
か

ら
置
き
換
わ
る
ズ
は
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
意
味

大
西
拓
一
郎

O
nishi Takuichiro

こ
と
ば

耕
と

方
言
変
化
の
自
律
と
介
入
―
―
革
新
ダ
ラ
と
保
守
ズ
ラ

シ
リ
ー
ズ 

―
― 

3

こ
と
ば
か
ら
「
ル
ネ
ッ
セ
」
を
考
察
し
て
き
た
シ
リ
ー
ズ
の
最
終
章
。

方
言
研
究
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
き
、
こ
と
ば
の
「
耕
」
を
行
っ
て
き
た
著
者
が

そ
の
研
究
の
中
心
を
な
す
「
ダ
ラ
」
と
「
ズ
ラ
」
の
方
言
分
布
を
例
に
挙
げ

自
然
な
変
化
と
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
方
言
に
お
け
る
「
耕
」
的
流
れ
を
解
説
。

さ
ら
に
そ
の
先
の
革
新
と
保
守
と
い
う
経
済
と
の
関
係
性
に
も
言
及
す
る
。

お
お
に
し
・
た
く
い
ち
ろ
う

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
方
言
学
者
。
現
在
、

国
立
国
語
研
究
所
教
授
。
お
も
な
著
書
に
、

『
こ
と
ば
の
地
理
学
』（
大
修
館
書
店
）、

『
現
代
方
言
の
世
界
』『
新
日
本
言
語
地
図
』

『
空
間
と
時
間
の
中
の
方
言
』（
い
ず
れ
も

朝
倉
書
店
）
な
ど
。
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た
『
全
国
方
言
小
辞
典
』『
全
国
方
言
辞
典
』
の
愛
知
県

で
ズ
ラ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
こ
と
を
反
映

し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
80
年
代
の
静
岡
県
で
は
ダ

ラ
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
散
見

さ
れ
、
伊
豆
半
島
西
側
の
付
け
根
の
あ
た
り
、
駿
河
湾
北

部
で
は
ズ
ラ
か
ら
ダ
ラ
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。
静
岡
県

の
ズ
ラ
は
代
表
の
座
か
ら
降
り
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
5
年
前
（
2
0
1
3
年
）、
静
岡
大
学
で
学
会

が
開
催
さ
れ
た
際
に
静
岡
駅
で
「
そ
う
ず
ら
ま
ん
じ
ゅ

う
」
を
探
し
た
が
、
見
当
た
ら
な
か
っ
た
（
た
だ
し
、
検

索
す
る
と
別
の
と
こ
ろ
で
、
引
き
続
き
売
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
）。

一
方
で
、
山
梨
県
、
長
野
県
で
は
ズ
ラ
が
保
持
さ
れ
て

お
り
、
ダ
ラ
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
。

■
阻
止
さ
れ
た
ダ
ラ

上
條
馨
と
い
う
方
が
1
9
5
4
年
に
上
梓
さ
れ
た『
づ

ら
考
―
―
そ
の
成
立
の
由
来
と
、
分
布
』
と
い
う
文
献
が

あ
る
。
御
崎
神
社
社
務
所
か
ら
の
刊
行
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
私
家
版
で
あ
り
、
一
般
に

は
入
手
困
難
な
稀き

覯こ
う

書し
よ

で
あ
る
。
著
者
の
上
條
氏
は
、
山

梨
県
を
代
表
す
る
甲
府
第
一
高
校
で
教
鞭
を
執
ら
れ
、
同

校
校
歌
の
作
詞
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
若
く
し
て
急

逝
さ
れ
た
ら
し
い
。
同
書
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

「
山
梨
で
の
ダ
ラ
は
、
ズ
ラ
を
つ
か
い
馴
れ
て
い
る
類
推

か
ら
、
幼
児
、
児
童
が
な
ま
り
と
し
て
一
時
的
に
使
う
も

の
で
、
家
庭
で
こ
の
ダ
ラ
を
使
う
と
一
寸
笑
わ
れ
た
り
、

そ
ん
な
言
葉
ず
か
い
は
な
い
よ
、
と
家
族
か
ら
注
意
さ
れ

た
り
し
て
、
上
級
生
と
な
り
、
成
人
す
る
と
全
く
つ
か
わ

な
く
な
る
。」（
17
頁
、
表
記
は
原
文
の
マ
マ
）

地
図
に
は
、
80
年
代
も
2
0
1
0
年
代
も
調
査
時
に

70
歳
以
上
の
方
が
回
答
さ
れ
た
こ
と
ば
を
挙
げ
て
お
り
、

山
梨
に
は
ダ
ラ
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
方
々
も
幼
少
の

頃
に
は
、
ダ
ラ
を
ち
ょ
っ
と
使
い
か
け
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
改
革
は
、
大
人
た
ち
に
阻

止
さ
れ
、
結
局
は
ズ
ラ
が
堅
持
さ
れ
た
。
長
野
県
で
も

1
9
6
0
年
代
に
諏
訪
地
方
の
高
校
生
た
ち
が
作
成
し

た
『
諏
訪
方
言
集
―
―
長
野
県
諏
訪
地
方
』
に
ダ
ラ
が
痕

跡
を
残
し
て
い
る
。

■
こ
と
ば
の
保
守
と
革
新

ズ
ラ
か
ら
ダ
ラ
へ
の
改
革
は
、
言
語
の
シ
ス
テ
ム
と
し

て
の
整
合
性
を
高
め
る
自
律
的
で
自
然
な
言
語
変
化
で
あ

る
。
愛
知
県
と
静
岡
県
（
一
部
）
で
は
、
革
新
方
言
ダ
ラ

へ
の
変
化
が
進
行
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
山
梨
県
と
長
野
県

で
は
、
改
革
の
芽
は
あ
っ
た
も
の
の
、
保
守
方
言
ズ
ラ
が

保
持
さ
れ
た
。
自
然
な
言
語
変
化
（
革
新
）
が
、
そ
の
ま

ま
広
く
導
入
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
方
言
が
そ
の
本
質
、

す
な
わ
ち
言
語
と
し
て
、
地
域
の
意
思
疎
通
の
道
具
で
あ

る
か
ぎ
り
、
変
化
に
介
入
し
て
、
拡
大
が
阻
止
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
言
語
変
化
が
革
新
と
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し
て
展
開
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
そ
れ
が
保
守
に

よ
り
阻
止
（
そ
の
結
果
、
元
の
状
態
が
保
持
）
さ
れ
る
の
か

は
、
明
確
で
は
な
い
。
背
景
に
地
域
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内

の
つ
な
が
り
の
あ
り
か
た
が
働
い
て
い
る
可
能
性
は
想
像

さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
客
観
化
す
る
手
立
て
は
見
い
だ

せ
て
い
な
い
。

浅
薄
な
知
識
に
依
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
経
済
学
で
は
、

保
守
＝
市
場
主
義
に
対
し
、
革
新
＝
市
場
介
入
と
い
う
図

式
が
あ
る
ら
し
い
。
言
語
の
保
守
と
革
新
は
図
式
が
逆
転

し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
興
味
深
い
。

な
お
、
市
場
主
義
に
よ
る
言
語
の
改
革
は
、
こ
こ
で

扱
っ
た
「
推
量
の
助
動
詞
」
の
事
例
も
示
す
よ
う
に
文
法

に
お
い
て
は
完
成
に
時
間
が
か
か
る
ら
し
い
。
よ
く
知
ら

れ
る
事
例
は
、
可
能
を
表
す
「
見
れ
る
」（
見
る
こ
と
が
で

き
る
）「
起
き
れ
る
」（
起
き
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
よ
う
な

「
ら
抜
き
」
で
あ
る
。

「
〜
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
意
味
す
る
動
詞
の
可
能
形

を
作
る
に
は
二
つ
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
、
助
動
詞
「
れ

る
」「
ら
れ
る
」
を
動
詞
に
付
け
る
方
法
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
可
能
動
詞
を
作
る
方
法
で
あ
る
。

可
能
動
詞
と
は
、「
読
め
る
」「
乗
れ
る
」
な
ど
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
特
段
、
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の

よ
う
な
可
能
動
詞
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
読
む
」

「
乗
る
」
の
よ
う
な
五
段
活
用
の
動
詞
に
限
ら
れ
る
。「
見

る
」「
起
き
る
」
の
よ
う
な
一
段
活
用
の
動
詞
か
ら
、
五

段
活
用
に
な
ら
っ
て
可
能
動
詞
を
作
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

助
動
詞　
　
　
　

   

可
能
動
詞

五
段
活
用　
　

読
む
　
➡
　
読
ま
れ
る
　
　
読
め
る

　

  

〃　
　
　

  

乗
る
　
➡
　
乗
ら
れ
る
　
　
乗
れ
る

一
段
活
用　
　

見
る
　
➡
　
見
ら
れ
る
　
　
見
れ
る

　

  

〃　
　
　

  

起
き
る
➡
　
起
き
ら
れ
る
　
起
き
れ
る

作
れ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
可
能
動
詞
は
、
五
段
活
用

に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
一
段
活
用
に
生
み
出
さ
れ
る
「
見

れ
る
」「
起
き
れ
る
」
の
よ
う
な
形
は
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー

と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
ら
抜
き
」
で
あ
る
。
助
動
詞
に
よ

る
形
（
見
ら
れ
る
・
起
き
ら
れ
る
）
か
ら
「
ら
」
を
抜
い
た

形
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
ら
抜
き
」
と
呼

ば
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
乗
れ
る
」
は
「
ら
抜

き
」
に
対
応
す
る
が
、
五
段
活
用
な
の
で
「
ら
抜
き
」
で

は
な
い
。「
乗
れ
る
」
の
よ
う
な
「
ら
抜
き
」
に
類
似
し

た
「
ら
抜
き
」
で
は
な
い
可
能
動
詞
が
存
在
す
る
か
ら
、

一
段
活
用
に
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
可
能
動
詞
で
あ
る
「
ら
抜

き
」
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
段
活
用
、
一
段
活
用
と
い
う
の
は
、
活
用
に
よ
る
語

形
変
化
の
分
類
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
形
の
こ
と
な
の
で
、

動
詞
自
体
の
意
味
は
関
与
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
ら
抜

き
」
の
存
否
は
、
意
味
と
は
無
関
係
な
の
で
あ
る
。

助
動
詞
に
よ
る
可
能
形
（
読
ま
れ
る
・
乗
ら
れ
る
・
見
ら

れ
る
・
起
き
ら
れ
る
）
は
、
受
身
形
と
同
形
で
あ
る
。
可
能

動
詞
は
、
受
身
形
と
区
別
で
き
る
点
で
便
利
な
形
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
活
用
に
か
か
わ
り
な
く
、
可
能

を
独
立
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て
、
可
能
動

詞
を
基
盤
と
す
る
「
ら
抜
き
」
は
合
理
性
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
段
活
用
の
可
能
動
詞
形
は
「
ら
抜
き
」
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
ら
抜
き
」
は
、
昭
和
30
年
代
か
ら
す
で
に
問
題
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
書
き
こ
と
ば
と
し
て

は
、
い
ま
だ
確
立
を
見
な
い
。
私
が
今
、
原
稿
を
書
い
て

い
る
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
は
、「
見
れ
る
」「
起
き
れ
る
」
と

入
力
す
る
た
び
に
し
つ
こ
く
警
告
を
与
え
て
く
れ
て
、
う

る
さ
い
。

合
理
的
な
文
法
改
革
は
、
市
場
に
適
う
は
ず
な
の
に
、

萌
芽
か
ら
50
年
以
上
経
っ
て
も
公
の
場
に
立
つ
こ
と
が
許

さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
に
も
、
言
語
は
、
社
会
現
象

と
同
様
に
は
扱
え
な
い
こ
と
が
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
と
ば
の
「
耕
」
は
、
い
か
に
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
す
ぐ
に
「
功
」
を
奏
す
る
わ
け
で
な
い
。
そ
れ
は
、

こ
と
ば
に
は
、
基
本
的
に
不
文
律
で
あ
り
な
が
ら
も
、
意

思
疎
通
の
道
具
と
し
て
、
高
い
共
有
性
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
働
く
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
変
化
の
自
由
度
は
低

く
、
常
に
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
変
化
は
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
連
続

的
、
直
線
的
に
進
行
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
。
直
感
的
に
表
す
な
ら
、
ジ
リ
ジ
リ
、

ド
ッ
カ
ン
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
化
を
基
盤
に
し
て
、

方
言
は
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ジ
リ
ジ
リ
が
「
耕
」
な
ら
、
ド
ッ
カ
ン
は
開
花
・
結
実

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
と
ば
の
変
化
や
方

言
の
発
生
に
は
、
伝
統
的
生
業
と
類
似
点
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
し
、
ド
ッ
カ
ン
ま
で
の
間
が
長
く
、
か
つ
、

な
か
な
か
表
面
化
し
な
い
。
む
し
ろ
、
蝉
を
思
わ
せ
る
。

こ
と
ば
は
、
植
物
よ
り
も
虫
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

■図：中部地方におけるズラとダラの分布変化
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