
形
容
詞
「
ま
ぶ
し
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
の
出
自
に
つ
い
て

「
マ
ボ
ソ
イ
」
↓
「
マ
ボ
シ
イ
」
↓
「
マ
ブ
シ
イ
」

増

井

典

夫

1
　
は
じ
め
に

　
日
本
語
学
に
お
い
て
、
「
語
彙
」
の
分
野
の
研
究
は
、
ま
だ
ま
だ
遅
れ
て
い
る
面
も
多
い
。
特
に
、
形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
ま
ぶ
し
い
」
に
つ
い
て
は
、
真
田
信
治
氏
が
、
徳
川
宗
賢
氏
編
『
日
本
の
方
言
地
図
』
（
中
公
新
書
、
昭
5
4
・
3
）

所
収
の
「
標
準
語
の
地
理
的
背
景
」
に
お
い
て
、
「
上
方
語
マ
ブ
イ
を
母
胎
と
し
て
〈
ま
ぶ
し
い
〉
が
生
ま
れ
た
」
と
の
説
を
述
べ
て
い
る
が
、

こ
の
説
は
近
世
・
近
代
に
み
る
文
献
の
記
述
と
符
号
し
な
い
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
ま
ず
前
記
の
真
田
氏
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ぶ
し
い
（
眩
し
い
）
ー
上
方
語
マ
ブ
イ
が
母
胎

淑徳国文33

　
暗
い
場
所
か
ら
急
に
明
る
い
所
へ
出
た
と
き
の
感
じ
を
形
容
す
る
語
は
、
全
国
的
に
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
分
布
図

に
よ
っ
て
も
そ
の
一
応
の
様
相
は
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
示
し
た
に
す
ぎ
ず
、
実
は
も
っ
と
も
っ
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と
多
彩
な
表
現
形
が
各
地
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
原
図
で
あ
る
『
日
本
言
語
地
図
』
を
見
て
ほ
し
い
。

　
現
代
標
準
語
形
は
マ
ブ
シ
イ
で
あ
る
が
、
こ
の
語
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
地
域
は
主
と
し
て
関
東
地
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
領
域
は
案

外
と
狭
い
の
で
あ
る
。
分
布
模
様
か
ら
推
定
す
る
と
、
こ
の
語
形
は
東
京
（
お
そ
ら
く
江
戸
）
を
中
心
に
勢
力
を
広
げ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
。
関
東
か
ら
東
北
に
広
が
る
マ
ッ
ポ
イ
と
伊
豆
諸
島
で
の
マ
ツ
ポ
シ
イ
は
活
用
形
式
の
上
で
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
と
の
違
い
は

あ
る
が
、
同
系
の
語
形
と
み
て
よ
く
、
過
去
に
は
連
続
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
る
時
期
、
そ
の
領
域
を
マ
ブ
シ
イ
が
断

ち
切
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
山
梨
・
静
岡
・
愛
知
な
ど
の
ヒ
ド
ロ
イ
、
ヒ
ズ
ル
シ
イ
と
茨
城
・
千
葉
で
の
ヒ
デ
ッ
ポ
シ
イ
は
、

た
ぶ
ん
語
源
的
に
「
日
（
太
陽
）
」
と
関
わ
り
を
も
つ
同
系
の
語
形
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
マ
ブ
シ
イ
に
よ
っ
て
領
域
を
断
ち
切
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
古
層
と
認
め
ら
れ
る
マ
ツ
ポ
イ
系
お
よ
び
ヒ
ド
ロ
イ
系
と
、
新
し
い
勢
力
と
し
て
の
マ
ブ
シ
イ
と
は
系
統
上
は

つ
な
が
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
で
は
一
体
、
関
東
で
の
マ
ブ
シ
イ
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
解
明
す
る
た
め
に
、
次
に
関
西
方
面
に
目
を
む
け
て
み
よ
う
。

　
こ
の
地
域
で
は
、
関
東
周
辺
部
と
は
異
な
っ
て
、
マ
ブ
シ
イ
に
関
わ
り
の
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
語
形
が
強
い
勢
力
を
は
っ
て
い
る
こ

と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
マ
ブ
イ
。
こ
の
語
形
は
現
在
、
近
畿
中
央
部
に
勢
力
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ブ

イ
と
マ
ブ
シ
イ
は
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
の
違
い
こ
そ
あ
れ
同
系
の
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
マ
ブ
イ
の
領
域
内
に
は

マ
ブ
シ
イ
も
点
々
と
存
在
し
て
い
る
。
マ
ブ
シ
イ
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
マ
ブ
イ
を
母
胎
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、

あ
る
時
期
、
江
戸
へ
移
植
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
標
準
語
形
マ
ブ
シ
イ
も
ま
た
、
本
来
は
上
方
に
出
自
す
る
も

の
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
近
畿
に
お
け
る
マ
ブ
イ
と
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
古
い
時
代
か
ら
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
マ
ブ
イ
の
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まぶしい（眩しい）

耀鐘

　　　●

マプシイ

マフ’S
マツポイ

マツポシイ

ヒドロイ

ヒズ〃シイ

ヒデツポシイ

ヒドロツコイ

マパイイ

マパイ

ル㍊イ
パパイ

マハリイ

マパヤシイ

マツコイ

ママツコイ

カガッポイ

カガッ．＊’シイ

ミーピカラシャンなど

．
譲
纏

ぱ

げ
ゴ為

．

　　　霞

　　．＠θ「で

領
域
を
周
囲
か
ら
と
り
か
こ
む
よ
う
な
形
で
マ
バ
イ
イ
、
マ
バ
イ
、
バ
バ
イ
イ
、
バ
バ
イ
な
ど
の
マ
バ
イ
イ
系
統
の
語
形
が
分
布
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
地
理
学
的
見
地
か
ら
は
、
こ
の
系
統
の
語
形
が
お
そ
ら
く
近
畿
中
央
部
で
の
マ
ブ
イ
の
一
時
代
前
の
分
布
層

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
バ
イ
イ
は
、
古
語
の
い
わ
ゆ
る
「
ま
ば
ゆ
し
」
の
直
系
で
あ
る
。
こ
の
語
は
現
代
で
も
、
特
別
な
場
合
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に
文
章
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
夢
に
仏
が
ま
ば
ゆ
い
姿
で
現
わ
れ
た
」
の
よ
う
に
。
マ
バ
イ
、
バ
バ
イ
イ
、

バ
バ
イ
な
ど
は
マ
バ
イ
イ
か
ら
の
変
化
形
で
あ
る
。

　
鹿
児
島
に
分
布
す
る
マ
ハ
リ
イ
は
、
そ
の
周
囲
を
マ
バ
イ
イ
に
よ
っ
て
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
マ
バ
イ
イ
が
変
形
し
て
で

き
た
語
形
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
石
川
・
富
山
に
分
布
領
域
を
も
つ
マ
バ
ヤ
シ
イ
も
マ
バ
イ
イ
の
変
化
し
た
語
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
地

域
に
は
、
ほ
か
に
も
、
た
と
え
ば
「
い
ら
だ
た
し
い
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
す
ハ
ガ
イ
イ
が
ハ
ガ
ヤ
シ
イ
に
変
化
す
る
と
い
っ
た
よ
う

な
現
象
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
近
畿
に
お
い
て
、
マ
バ
イ
イ
系
統
の
語
が
あ
る
時
期
マ
ブ
イ
と
交
替
し
た
。
そ
の
契
機
に
つ
い
て
の
確
か
な
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
マ
バ
イ
イ
の
変
化
形
マ
バ
イ
と
マ
ブ
イ
と
は
音
韻
的
に
そ
れ
ほ
ど
へ
だ
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
、
一
つ
の
手
が

か
り
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
以
上
に
記
し
た
以
外
に
、
地
域
的
に
勢
力
を
も
つ
語
形
と
し
て
は
、
青
森
の
マ
ツ
コ
イ
、
新
潟
の
カ
ガ
ッ
ポ
イ
、
沖
縄
の
ミ
ー
ピ
カ

ラ
シ
ャ
ン
な
ど
が
あ
る
。
マ
ツ
コ
イ
は
青
森
か
ら
北
海
道
南
部
に
か
け
て
広
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
東
北
最
大
の
勢
力
を
も

つ
マ
ツ
ポ
イ
か
ら
の
変
化
形
で
あ
ろ
う
。
語
尾
が
～
コ
イ
と
な
る
語
形
は
岐
阜
・
長
野
に
も
み
ら
れ
る
。
岐
阜
の
も
の
は
マ
マ
ッ
コ
イ
、

長
野
の
も
の
は
ヒ
ド
ロ
ッ
コ
イ
で
あ
っ
て
、
前
部
は
異
な
る
が
、
後
部
の
同
じ
も
の
が
隣
接
し
て
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。

新
潟
を
中
心
と
す
る
地
域
に
は
集
中
し
て
カ
ガ
～
の
類
が
分
布
し
て
い
る
。
こ
の
カ
ガ
～
は
お
そ
ら
く
「
輝
く
」
の
語
幹
と
関
連
が
あ

ろ
う
。
カ
ガ
ッ
ポ
イ
は
ク
活
用
、
カ
ガ
ッ
ポ
シ
イ
は
シ
ク
活
用
の
語
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
ク
活
用
形
と
シ
ク
活
用
形
の
語
の
対
立

が
多
い
こ
と
は
、
「
ま
ぶ
し
い
」
の
表
現
形
で
の
著
し
い
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
奄
美
・
沖
縄
地
方
に
分
布
す
る
ミ
ー
ピ
カ
ラ
シ
ャ
ン
の
ピ
カ
ラ
は
、
お
そ
ら
く
「
光
る
」
と
い
う
語
に
関
係
し
て
い
よ
う
。

語
頭
の
ミ
は
本
土
方
言
の
メ
（
目
）
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（『

坙
{
の
方
言
地
図
』
2
2
1
P
～
2
2
5
P
）

’

　
　
　
　
2
．
「
ま
ぶ
し
い
」
の
前
に
「
マ
ブ
イ
」
な
し

　
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
「
果
し
て
〈
ま
ぶ
し
い
〉
発
生
以
前
に
上
方
語
マ
ブ
イ
が
存
在
し
た
か
」
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
近
世
の
文
献
か
ら
ま
ず
見
て
い
き
た
い
。

　
は
じ
め
に
『
物
類
称
呼
』
（
安
永
四
・
1
7
7
5
年
）
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ば
ゆ
し

　
　
○
差
明
と
い
ふ
事
を
　
中
國
に
て
・
ま
ぽ
そ
し
と
云
　
江
戸
に
て
・
ま
ぽ
し
い
と
云
　
東
奥
に
て
・
ま
じ
ぽ
ぴ
と
云
　
美
濃
尾
張
邊
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

　
　
　
て
。
か
、
は
ゆ
ひ
と
云
　
土
佐
に
て
見
童
な
ど
・
ば
．
い
ひ
と
い
ふ
砿
清
鞠
閲
暗
“
ふ
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
之
五
）

　
こ
の
記
述
に
は
「
ま
ぶ
い
」
も
「
ま
ぶ
し
い
」
も
見
え
な
い
。
一
方
、
江
戸
で
は
「
ま
ぽ
し
い
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

　
で
は
江
戸
語
に
お
け
る
、
「
ま
ぶ
し
い
」
に
関
連
す
る
語
彙
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
江
戸
語
大
辞
典
』
（
前
田
勇
編
）

に
は
こ
う
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ま
ば
ゆ
い
【
目
映
い
】
（
形
）
＊
ま
ぶ
し
い
。
天
明
元
（
1
7
8
1
）
年
・
通
人
三
国
師
「
い
ツ
そ
ま
ば
ゆ
う
お
ざ
ん
す
は
な
」

　
　
ま
ぶ
《
形
動
）
＊
　
①
盗
賊
隠
語
。
悪
い
に
対
し
て
、
良
い
こ
と
。
上
々
。
美
し
く
な
い
の
に
対
し
て
、
美
し
い
こ
と
。
寛
政
四
（
1
7
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9
2
）
年
・
桃
太
郎
発
端
話
説
「
今
は
ま
ぶ
な
金
持
に
な
り
ま
し
た
」
②
芝
居
者
隠
語
。
嘘
・
贋
に
対
し
て
、
真
実
・
本
物
。
寛
政

　
十
一
年
・
品
川
楊
枝
「
芝
居
の
ふ
ち
や
う
（
略
）
ほ
ん
の
事
を
、
ま
ぶ
」

ま
ぶ
い
《
形
）
　
①
操
り
・
浄
る
り
社
会
隠
語
。
良
い
。
美
し
い
。
文
化
九
（
1
8
1
2
）
年
・
浮
世
床
二
上
「
や
つ
か
い
（
め
つ
さ
う
）

　
に
ま
ぶ
い
（
う
つ
く
し
い
）
所
へ
か
ま
（
行
）
つ
た
は
い
の
」
②
盗
賊
・
職
人
な
ど
も
前
項
と
同
義
に
用
い
る
が
、
い
ず
れ
が
先
か
、

　
に
わ
か
に
断
じ
が
た
い
。
明
和
七
（
1
7
7
0
）
年
・
神
霊
矢
口
渡
四
「
め
ん
か
の
ま
ぶ
い
げ
ん
さ
い
の
事
さ
」
③
香
具
師
隠
語
。

　
う
ま
い
。
文
化
三
年
成
・
潮
来
婦
志
後
中
「
ま
ぶ
い
（
う
ま
い
）
け
れ
ど
」
④
露
天
商
人
隠
語
。
に
ぎ
や
か
だ
。
弘
化
三
（
1
8
4
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
ま

　
年
・
魂
胆
夢
輔
謹
四
上
「
余
り
と
ひ
が
ま
ぶ
い
か
ら
」
（
原
注
「
マ
ブ
イ
と
は
、
に
ぎ
や
か
な
こ
と
」
）

ま
ぶ
し
い
【
眩
し
い
】
《
形
）
　
ま
ば
ゆ
い
。
寛
政
二
年
・
繁
千
話
「
も
つ
て
へ
な
く
つ
て
、
ま
ぶ
し
く
つ
て
、
ど
ふ
も
よ
ら
れ
ん
せ
ん
」

ま
ぼ
し
い
【
眩
し
い
】
（
形
》
　
ま
ぶ
し
い
。
ま
ば
ゆ
い
。
享
和
三
（
1
8
0
3
）
年
・
甲
駅
雪
折
笹
「
ま
ぼ
し
く
つ
て
し
れ
ね
へ
」

ま
ぼ
し
が
る
【
眩
し
が
る
】
《
自
ラ
五
）
　
ま
ぶ
し
が
る
。
ま
ば
ゆ
が
る
。
安
永
三
（
1
7
7
4
）
年
・
柳
多
留
九
「
ど
な
た
だ
と
中
将

　
ひ
め
は
ま
ぼ
し
が
り
」

　
『
江
戸
語
大
辞
典
』
で
み
る
限
り
、
「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
例
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
『
物
類
称
呼
』
で
見
ら
れ
る
「
ま

ぼ
し
い
」
よ
り
前
の
「
ま
ぶ
し
い
」
の
例
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
（
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
に
は
「
ま
ば
ゆ
い
」
「
ま
ぶ
い
」
「
ま

ぶ
し
い
」
等
の
記
述
な
し
）
。

　
な
お
、
「
ま
ぼ
し
い
」
に
つ
い
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
例
が
挙
が
っ
て
い
る
。

ま
ぼ
し
・
い

【
眩
】
《
形
口
》
口
凶
ま
ぼ
・
し
（
形
シ
ク
）
「
ま
ぶ
し
い
（
眩
）
」
に
同
じ
。
＊
雑
俳
二
局
点
部
類
ー
安
永
四
（
1
7
7
5
）
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年
「
ま
ぼ
し
く
見
せ
て
仕
廻
ふ
流
し
目
」
＊
人
情
本
・
春
色
辰
巳
園
ー
天
保
五
（
1
8
3
4
）
年
－
後
・
八
回
「
あ
ん
ど
う
を
い
だ

　
す
。
『
仇
さ
ん
、
お
め
へ
は
ま
ぼ
し
か
ろ
う
ご
　
因
圓
江
戸
棚
　
東
京
都
南
多
摩
郡
加

ま
ぼ
し
－
が
・
る
【
眩
】
《
他
ラ
四
》
（
形
容
詞
「
ま
ぼ
し
い
」
の
語
幹
に
接
尾
語
「
が
る
」
の
付
い
た
も
の
）
「
ま
ぶ
し
が
る
（
眩
）
」

　
に
同
じ
。
＊
雑
俳
．
川
柳
評
万
句
合
－
宝
暦
十
二
（
1
7
6
2
）
年
・
松
一
「
八
朔
に
病
み
目
の
か
ふ
ろ
ま
ほ
し
か
り
」

　
「
ま
ぶ
し
い
」
に
つ
い
て
は
、
『
江
戸
語
大
辞
典
』
に
挙
が
っ
て
い
る
例
よ
り
古
い
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
「
ま

ぽ
し
い
」
の
後
か
ら
「
ま
ぶ
し
い
」
が
出
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
パ

　
続
い
て
、
幕
末
か
ら
明
治
期
の
辞
書
を
見
る
と
、
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
（
1
8
6
2
）
で
は
、
G
l
i
m
m
e
r
の
訳
語
と
し
て
「
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ポ

ユ
カ
ル
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
L
o
o
m
の
訳
語
と
し
て
「
眩
シ
ガ
ラ
セ
ル
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
『
和
英
語
林
集
成
』
3
版
（
明
1
9
・
1
8
8
6
）
で
は
、
「
ま
ば
ゆ
い
」
「
ま
ぶ
し
い
」
「
ま
ぽ
し
い
」
は
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、

「
ま
ぶ
い
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
言
海
』
（
明
2
2
）
で
の
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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ま
－
ば
ゆ
・
し
・
キ
・
ケ
レ
・
ク
・
ク
（
形
．
一
）
　
墨
　
（
一
）
光
、
烈
シ
ク
赫
キ
テ
、
正
シ
ク
見
難
シ
。
マ
ポ
シ
。
マ
ブ
シ
。
「
日

　
影
ー
」
差
明
（
二
）
盛
ナ
ル
ニ
封
シ
テ
ハ
恥
カ
ハ
シ
ク
、
荒
涼
ナ
ル
ニ
封
シ
テ
ハ
メ
ザ
マ
シ
ク
、
目
、
ソ
バ
メ
ラ
ル
。

杵
ま
ぶ
し
（
形
）
ま
ぽ
し
ノ
韓
。
（
東
京
）
差
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
パ
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ぽ
・
し
・
シ
キ
・
シ
ケ
レ
・
シ
ク
・
シ
ク
（
形
・
二
）
目
映
シ
、
ノ
轄
説
。
マ
ブ
シ
。
（
東
京
）
差
明
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一
方
、
『
日
本
大
辞
書
』
．
（
明
2
5
）
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

●
ま
・
ば
ゆ
イ
（
第
三
上
）
形
。
ま
ば
ゆ
し
ノ
近
禮
。

　
ま
ば
ゆ
・
さ
（
第
二
上
）
名
。
マ
バ
ユ
イ
度
合
ヒ
。

○
ま
・
ば
ゆ
シ
（
…
）
形
。
百
映
し
｝
（
一
）
光
リ
烈
シ
ク
、

　
シ
テ
恥
カ
シ
イ
。

▲
ま
ぶ
イ
（
第
二
上
）
形
。
マ
ブ
シ
イ
（
京
坂
）
。

○
ま
ぶ
し
（
第
二
上
）
形
。
ま
ぼ
し
ノ
韓
。

●
ま
ぶ
し
イ
（
第
三
上
）
形
。
前
ノ
近
題
。

△
ま
ぼ
し
（
第
二
上
）
名
。
ま
ば
ゆ
し
ノ
韓
。

物
ヲ
見
ニ
ク
イ
。
1
ー
マ
プ
シ
イ
。
（
二
）
一
方
ガ
盛
ン
デ
、
ソ
レ
ニ
封

管
見
で
は
、
「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
例
は
、
『
日
本
大
辞
書
』

の
「
ま
ぶ
い
」
の
記
述
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

の
も
の
よ
り
前
は
な
い
。
そ
こ
で
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

ま
ぶ
・
い
【
眩
】
《
形
口
）
　
（
「
ま
ぶ
」
の
形
容
詞
化
）
①
容
貌
が
美
し
い
。
＊
浄
瑠
璃
・
神
霊
矢
口
渡
－
四
「
お
れ
が
が
ん
ば
っ
て
置

　
た
め
ん
か
の
ま
ぶ
い
げ
ん
さ
い
の
事
さ
」
＊
滑
稽
本
・
浮
世
床
－
初
・
上
「
芸
が
能
（
い
ひ
）
と
き
て
ゐ
る
に
、
面
が
ま
ぶ
い
と
云

　
ふ
も
ん
だ
か
ら
」
＊
歌
舞
伎
・
曾
我
梅
菊
念
力
弦
－
二
幕
「
因
果
者
の
夫
太
だ
が
、
余
ッ
ぽ
ど
ま
ぶ
い
代
物
だ
か
ら
」
②
仕
事
な
ど
が
、

　
う
ま
く
い
く
。
都
合
が
よ
い
。
＊
酒
落
本
・
潮
来
婦
誌
－
後
・
中
「
ど
う
ろ
く
が
気
を
つ
け
れ
ば
、
ま
ぶ
い
け
れ
ど
、
げ
ん
さ
い
ま
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か
せ
だ
か
ら
」
③
金
回
り
が
よ
い
、
金
持
で
あ
る
意
の
盗
人
仲
間
の
隠
語
。
〔
日
本
隠
語
集
〕
④
晴
天
で
あ
る
。
晴
れ
て
い
る
意
の

盗
人
仲
間
の
隠
語
。
〔
特
殊
語
百
科
辞
典
〕
薗
旦
光
が
目
に
ま
ぶ
し
い
。
ま
ば
ゆ
い
。
「
日
が
当
た
っ
て
ま
ぶ
い
」
石
川
県
能
美
郡

姐
　
福
井
県
坂
井
郡
蝦
　
長
野
県
東
筑
摩
郡
鵬
　
滋
賀
県
彦
根
㎜
　
京
都
防
　
大
阪
田
　
神
戸
田
　
淡
路
島
刷
　
奈
良
県
宇
智
郡
磯

和
歌
山
県
槻
　
徳
島
県
鵬
　
香
川
県
即
　
《
ま
ぶ
い
い
）
広
島
県
比
婆
郡
m
　
《
ま
び
い
）
千
葉
県
長
生
郡
一
宮
加
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こ
こ
に
も
「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
例
は
な
い
。

　
結
局
、
文
献
上
言
え
る
こ
と
は
、
「
ま
ぼ
し
い
」
「
ま
ぶ
し
い
」
以
前
に
「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
出

来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
3
．
「
ま
ぼ
し
い
」
↓
「
ま
ぶ
し
い
」
に
つ
い
て

　
前
項
で
は
、
「
ま
ぶ
し
い
」
の
前
に
「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
「
ま
ぶ
し
い
」
は
「
ま
ぽ
し
い
」

の
後
か
ら
出
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
。

　
「
ま
ぶ
し
い
」
が
「
ま
ぼ
し
い
」
の
変
化
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
『
言
海
』
や
『
日
本
大
辞
書
』
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

　
「
ま
ぽ
し
い
」
は
明
治
期
に
お
い
て
も
、
特
に
漱
石
等
に
よ
く
使
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
ぎ
ら
く
す
る
ぽ
を
残
職
昏
詰
め
て
ゐ
た
が
、
酩
川
引
な
っ
た
の
で
、
（
『
門
』
、
集
英
社
『
漱
石
文
学
全
集
』
四
、
P
4
7
1
・
6
）

『
作
家
用
語
索
引
第
一
期
』
の
範
囲
で
見
る
と
『
坊
つ
ち
ゃ
ん
』
（
明
3
9
）
、
『
三
四
郎
』
（
明
4
1
）
、
『
そ
れ
か
ら
」
（
明
4
2
）
、
『
門
』
　
5
3
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（
明
4
3
）
と
「
ま
ぽ
し
い
」
の
使
用
の
み
見
ら
れ
、
「
ま
ぶ
し
い
」
は
見
ら
れ
な
い
。
大
正
期
の
作
品
で
あ
る
『
行
人
』
に
至
っ
て
初
め

て
「
ま
ぶ
し
い
」
の
使
用
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
「
ま
ば
ゆ
い
」
の
例
は
『
彼
岸
過
迄
』
（
明
4
5
）
と
『
行
人
』
に
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
）
。

　
さ
て
、
「
ま
ぶ
し
い
」
が
「
ま
ぼ
し
い
」
の
変
化
し
た
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
変
化
の
要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
先
の
（
『
江
戸
語
大
辞
典
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
「
繁
千
話
」
の
例
を
見
る
と
、
「
ま
っ
た
い
な
く
っ
て
、
ま
ぶ
し
く
て
」
と

あ
り
、
こ
こ
で
は
「
ま
ば
ゆ
い
」
意
の
ほ
か
「
立
派
だ
」
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
ま
ぽ
し
い
」
＋
（
美
し
い
意

の
）
「
ま
ぶ
い
」
と
し
て
「
ま
ぶ
し
い
」
は
出
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
「
繁
千
話
」
の
例
は
特
殊
な
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、
近
世
で
は
他
に
「
ま
ぶ
し
い
」
の
例
は
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
4
．
「
ま
ぼ
そ
い
」
↓
「
ま
ぼ
し
い
」

54

　
前
項
で
は
「
ま
ぶ
し
い
」
の
前
の
形
と
し
て
「
ま
ぼ
し
い
」
を
見
た
が
、
で
は
現
代
に
お
け
る
「
ま
ぼ
し
い
」
の
使
用
域
は
ど
の
程
度
の

も
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
言
語
地
図
』
を
見
る
と
、
「
ま
ぼ
し
い
」
は
関
東
地
方
の
ほ
か
西
日
本
で
は
但
馬
地
方
、
丹
後
地
方
な
ど
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。

（
5
6
～
6
3
ペ
ー
ジ
参
照
）

　
こ
こ
で
、
先
の
『
物
類
称
呼
』
の
記
述
を
思
い
起
こ
す
と
、
「
中
国
に
て
マ
ボ
ソ
シ
、

前
期
の
文
献
で
あ
る
『
男
重
宝
記
』
（
元
禄
六
・
1
6
9
3
）
に
も
、

ま
ば
ゆ
し

差
明
と
い
ふ
事
を
中
国
に
て
ま
ぽ
そ
い
と
い
へ
り

（
五
・
二
）

江
戸
に
て
マ
ボ
シ
イ
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
、
近
世



（『

坙
{
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
）
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と
あ
る
。
但
馬
、
丹
後
地
方
は
山
陰
地
方
で
あ
り
、
現
在
で
も
中
国
地
方
と
の
結
び
付
き
は
強
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
但
馬
、

丹
後
地
方
に
見
ら
れ
る
「
ま
ぼ
し
い
」
は
「
ま
ぼ
そ
い
」
の
転
か
と
も
思
わ
れ
る
。
「
ま
ぼ
そ
い
」
と
「
ま
ぽ
し
い
」
は
音
も
近
く
、
「
ま
ば

ゆ
く
て
目
を
細
め
る
」
意
で
「
ま
ぼ
そ
い
」
を
使
っ
て
い
た
の
が
「
ま
ぼ
し
い
」
に
転
じ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
な
お
、
北
関
東
か
ら
東
北
に
ひ
ろ
が
る
「
マ
ツ
ポ
イ
」
と
「
マ
ボ
シ
イ
」
と
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
、
間
に
「
マ
ッ
ポ
シ
イ
」
の
分
布
が

見
ら
れ
な
い
以
上
、
難
し
い
よ
う
で
あ
る
。
．

5
．
関
西
に
お
け
る
「
マ
バ
イ
」
↓
「
マ
ブ
イ
」

　
現
在
、
関
西
地
方
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
マ
ブ
イ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
経
過
で
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
ま
ば
ゆ
い
」
が
変
化
し
て
「
ま
ば
い
い
（
ま
ば
い
）
」
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
し
か
し
、
「
ま
ば
い
」
か
ら
「
ま
ぶ
い
」

へ
は
、
音
変
化
と
い
う
だ
け
で
は
や
や
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
「
美
し
い
」
意
で
の
「
ま
ぶ
い
」
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
語
に
お
け
る
「
ま
ぼ
し
い
」

か
ら
「
ま
ぶ
し
い
」
へ
の
変
化
の
過
程
で
も
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
関
西
に
お
け
る
「
ま
ば
い
」
か
ら
「
ま
ぶ
い
」
へ
の
過
程
で
も
考

え
う
る
こ
と
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

　
も
う
一
つ
に
は
、
江
戸
語
・
東
京
語
に
お
け
る
「
ま
ぶ
し
い
」
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ま
ぶ
し
い
」
の
初
出
が
酒
落
本
で
あ
り
、

「
ま
ぶ
し
い
」
意
で
の
「
マ
ブ
イ
」
の
初
出
が
『
日
本
大
辞
書
』
だ
と
す
る
と
、
時
期
的
に
見
て
「
ま
ぶ
し
い
」
の
影
響
で
「
ま
ば
い
」
が

「
ま
ぶ
い
」
に
変
わ
っ
た
と
も
考
え
う
る
訳
で
あ
る
。
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⑲KAGAII
◎KAGAHA－
oKAGAB一
θKAGAP一
停KAGAYA－
oKAGAMI－
＾KAN－（KAP－）

●KAGE－
†KASI一

●HAGAYUI
▲HOBAI
畠EZUI
■OTTOSII
●　KAGEKAGESUU

》KUSUGUTTAI
O　HUKAHUKA
★　KEBUTAKA

†DETEBOI
★CURACURACUU
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まぶしい（眩しい）一前部分
dazzling，　blinding　（first　element）

▲MABU－
△MAMU一
④MABO－
▲MABA－
▼MYABA－
△MAMA－

◆MAWA－
。MAHA－
▲MABE－

4MAME－
■MAHE－
△MABI－

．MAGA－
▲NABA　－

A．NAMA一

▲AMABU一
囚AMABO－
▲AMABA－
■AMAHA一

◇　ABABO－

▲　ABABA－

▼　ABAA－

▼　ABA－

▲　BABA－

●　BAKABAKA－

VBATABATA－
▲　BABE一

＞MACU－
YMACYO－
＞MASI－
▼MAKI－

YMAP一

△MEBA－
▽MAIBA－

cMEMA－
oMEWA－
oMEYAWA－
oMEHA－
☆MEME一

中MEZU一
囚MEBO一
回MIBO－
△NEBA一

6
6
‘
∀
θ
6
・
巳

MI－

MII－

MIN　－

MAN－
PIKA－
NMIBUSIKAM
MAISYAN

MAGI一

▲　HIBABA－

†HIDO一

ぐHIDA－

←IDARA－
▼HIDE－

▲HUDE－
∀HUTE一
丸HITE－

｛HICIRO－
qHIZU－一

ミHIGI－

◆HIGA－

◆HIGU－

dHIMA－
aHIME－
‘HIMU－

9HUMA－
9HINE一

1

7？　　＼
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質問文：太陽を見るとあまり明かるいので目のあけていられないような感じが

　　　　します。その感じをどんなだと言いますか。（115）
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こ
の
変
化
で
は
、
第
一
の
要
因
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
第
二
の
要
因
も
考
慮
に
お
い
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
6
．
お
わ
り
に

　
形
容
詞
の
「
ま
ぶ
し
い
」
は
、
「
ま
ぼ
そ
い
（
目
細
い
？
）
」
か
ら
「
ま
ぼ
し
い
」
を
経
て
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

　
こ
の
ほ
か
、
「
ま
ぶ
し
い
」
の
意
味
の
問
題
と
し
て
、
「
日
の
光
が
ま
ぶ
し
い
」
の
か
、
相
手
が
立
派
な
た
め
に
「
恥
ず
か
し
い
よ
う
に
思

う
」
の
か
、
を
区
別
し
た
用
法
は
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

　
例
え
ば
、
東
海
地
方
で
の
か
な
り
の
地
域
で
、
「
日
の
光
が
ま
ぶ
し
い
」
意
で
「
ヒ
ド
ロ
イ
、
ヒ
ズ
ル
シ
イ
」
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、

『
日
本
言
語
地
図
』
を
見
る
と
、
岐
阜
県
南
部
で
「
カ
ガ
ハ
イ
イ
」
を
用
い
る
と
な
っ
て
い
る
所
が
あ
る
。
し
か
し
、
山
田
達
也
氏
ほ
か
何

人
か
の
方
か
ら
、
そ
の
地
域
で
も
、
「
恥
ず
か
し
い
よ
う
に
思
う
」
の
意
で
は
「
カ
ガ
ハ
イ
イ
」
を
用
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
日
の
光
が

ま
ぶ
し
い
」
意
で
は
「
ヒ
ド
ロ
イ
」
か
「
ヒ
ズ
ル
シ
イ
」
を
用
い
る
の
で
は
な
い
か
、
調
査
の
や
り
方
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
た
。

　
そ
の
あ
た
り
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
の
調
査
は
不
行
き
届
き
で
あ
り
、
自
分
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
、
今
後
の
検
討
課
題
と

し
た
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
よ
り
細
か
く
見
て
行
け
ば
、
ま
だ
ま
だ
問
題
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
更
に
考
え
て
い
き
た
い
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
す
い
の
り
お
　
専
任
講
師
）
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