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近
代
語
に
見
ら
れ
る
ヨ
ル
に
つ
い
て

増　

井　

典　

夫　

一
、
は
じ
め
に

　
「
ヨ
ル
」
に
つ
い
て
、
近
代
語
研
究
と
い
う
面
か
ら
今
一
度
問
題
点
を
考
え
る
。

  

ま
ず
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
。
初
版
も
同
様
）
で
ヨ
ル
に
つ
い
て
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

◇
よ
る
﹇
助
動
﹈　

動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
、
動
作
主
を
軽
く
卑
し
め
る
意
を
表
し
、
ま
た
、
そ
の
動
作
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
半
に
「
軽
卑
語
」
と
し
て
の
用
法
、
後
半
に
「
動
作
が
進
行
中
」
と
い
う
用
法
が
記
述
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
ヨ
ル
」
の
二
つ
の
用
法
の
違
い
に
つ
い
て
の
問
題
が
、
自
分
自
身
の
研
究
の
、
基
本
の
部
分
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
の
問
題
点
を

整
理
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。



― 192 ―

二
、
近
世
上
方
語
と
近
畿
・
東
海
方
言
で
の
「
ヨ
ル
」

　

で
は
、
ヨ
ル
に
つ
い
て
、
前
田
勇
の
辞
典
で
の
記
述
を
見
て
み
る
。

　
　
　　

よ
る
《
助
動
ラ
四
》「
を
る
」
の
訛
。
動
詞
連
用
形
に
つ
き
、
軽
い
罵
り
の
気
持
を
表
わ
す
。
元
禄
期
に
す
で
に
現
れ
、
時
と
共
に
盛
ん

に
な
る
が
、完
全
に
「
を
る
」
に
取
っ
て
代
わ
る
の
は
現
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。（『
近
世
上
方
語
辞
典
』、一
九
六
四
年
、東
京
堂
出
版
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

よ
る
《
助
動
ラ
五
》
第
三
者
の
動
作
を
狎な

れ
、
ま
た
は
ま
た
は
軽
く
侮
っ
て
い
う
。
男
性
専
用
語
。〔
語
源
〕「
を
る
」
の
訛
。
近
世
上

方
語
（
元
禄
期
以
来
）
は
、
対
者
・
他
者
の
動
作
に
い
う
。（『
上
方
語
源
辞
典
』、
一
九
六
五
年
、
東
京
堂
出
版
））

　
　
　

　

て
よ
る「
て
い
よ
る
」の
約
。
男
性
の
専
用
語
で
、「
て
い
る
」「
て
お
る
」の
ぞ
ん
ざ
い
な
言
い
方
。
た
だ
し
第
三
者
の
動
作
に
い
う
。「
嫁

は
ん
に
逃
げ
ら
れ
て
、
や
も
め
暮
し
し
テ
ヨ
ル
」（『
上
方
語
源
辞
典
』）

　
　
　
　
　
　

　

こ
の
よ
う
に
「
軽
卑
語
」
と
し
て
の
用
法
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
楳
垣
実
編
『
近
畿
方
言
の
総
合
的
研
究
』（
一
九
六
二
年
、
三
省
堂
）

で
も
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

書
キ
ヨ
ル
・
見
テ
ヨ
ル
が
継
続
態
と
結
果
態
と
に
使
い
分
け
ら
れ
な
い
地
区
で
は
、
こ
れ
が
第
三
者
の
動
作
を
表
わ
す
場
合
だ
け
に
、

多
少
見
下
げ
た
表
現
と
し
て
使
わ
れ
る
。
軽
蔑
と
呼
ん
で
は
少
し
オ
ー
ヴ
ァ
ー
で
、
親
愛
の
意
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
し
、
聞
き
手
や
話

し
手
の
動
作
に
つ
い
て
も
、
傍
観
的
（
自
動
的
）
態
度
で
使
う
こ
と
が
あ
り
、
非
情
の
物
の
動
作
に
つ
い
て
、
雨
降
リ
ヨ
ル
・
雨
降
ッ
テ
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ヨ
ル
、
と
使
う
と
、
不
利
益
・
迷
惑
・
不
快
な
ど
の
意
を
含
ん
だ
表
現
と
な
る
。（「
近
畿
方
言
総
説
」、
五
三
頁
）

な
ど
と
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
述
で
の
「
継
続
態
」
は
現
在
の
研
究
で
は
「
進
行
態
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
牧
村
史
陽
編
『
大
阪
こ
と
ば
事
典
』（
一
九
七
四
年
、
講
談
社
）
に
は
、「
ト
ル
」
は
「
し
て
お
る
の
約
で
あ
る
。
ト
ォ
ル
。」
な

ど
と
あ
り
、「
ト
ォ
ル
」
の
項
を
見
る
と
、

　

て
お
る
。
キ
ト
ォ
ル
（
来
て
お
る
）・
カ
イ
ト
ォ
ル
（
書
い
て
い
る
）
な
ど
と
使
用
し
、「
今
書
い
ト
ォ
ン
や
」（
今
書
い
て
お
る
の
だ
）

な
ど
と
も
発
音
す
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
男
、
男
の
子
の
用
語
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
普
通
に
は
キ
テ
ル
（
来
て
い
る
）・
カ
イ

テ
ル
（
書
い
て
い
る
）
と
使
う
。
一
方
こ
の
オ
ル
が
ヨ
ル
と
な
り
、
キ
テ
ヨ
ル
・
カ
イ
テ
ヨ
ル
と
も
な
る
が
、
こ
れ
は
多
少
軽
蔑
の
意
を

含
ん
で
い
る
。

　
　
　

な
ど
と
い
っ
た
ヨ
ル
に
つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ヨ
ル
の
近
世
で
の
用
例
を
次
に
挙
げ
る
。

①
さ
り
な
が
ら
大
方
ま
づ
済
み
よ
つ
た
が
、一
部
始
終
を
聞
い
て
た
も
（
曾
根
崎
心
中
、元
禄
一
六
・
一
七
〇
三
、『
近
松
全
集
』
四
巻
一
三
頁
、

岩
波
書
店
）

② 

き
た 　
　

い
ろ
〳
〵
の
事
を
い
ふ
て
き
よ
る
（
北
華
通
情
、
寛
政
六
・
一
七
九
四
、『
洒
落
本
大
成
』
一
六
、
二
〇
四
頁
上
三
）

③
し
よ
る　

し
を
る
也
。
来
を
る
を
き
よ
る
と
い
ふ
（
浪
花
聞
書
、
文
政
二
・
一
八
一
九
頃
、
日
本
古
典
全
集
）

④ 

露 

何
を
い
ふ
ぞ
へ
角
が
い
つ
ち
り
く
つ
が
よ
い
芝
翫
と
い
ふ
や
つ
は
ゑ
ら
い
や
つ
じ
や
給
金
と
ら
ず
に
は
た
ら
き
よ
る
李
還
が
か
な
う

こ
ち
ら

へ
き
て
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も
の
か
（
粋
の
曙
、
文
政
三
・
一
八
二
〇
、『
洒
落
本
大
成
』
二
六
、
二
九
七
頁
上
一
二
）

⑤ 
母 

わ
た
し
も
其
だ
め
ヲ
を
し
た
ら
。
新
ら
し
い
も
あ
た
ら
し
い
此
う
へ
な
し
。
そ
れ
で
も
こ
は
け
り
や
。
ど
く
味
に
さ
ん
じ
ま
せ
う
か

と
笑
ふ
て
ゐ
よ
つ
た
（
箱
ま
く
ら
、
文
政
五
・
一
八
二
二
、『
洒
落
本
大
成
』
二
七
、
一
四
三
頁
上
一
五
）

⑥
わ
し
け
ふ
嶋
原
の
井
筒
屋
へ
い
た
ら
ゑ
ろ
あ
や
ま
つ
て
ゐ
よ
る
な
あ
初
手
の
よ
ふ
に
ぽ
ん
つ
き
よ
る
と
よ
こ
づ
ら
は
つ
て
や
ろ
と
お
も

た
に
ゑ
ろ
〳
〵
ヘ
イ
〳
〵
い
ふ
た
よ
つ
て
か
ん
に
ん
し
て
や
つ
た
（
興
斗
月
、
天
保
七
・
一
八
三
六
、『
洒
落
本
大
成
』
二
九
、
一
三
五

頁
上
一
五
〜
一
六
）

⑦
梅
尾
の
べ
ら
ぼ
う
早
ふ
き
よ
る
と
よ
い
に
あ
し
た
一
ば
ん
り
く
つ
い
わ
ん
な
ら
ん
（
同
、
一
三
六
頁
上
八
）

　

①
〜
④
は
大
坂
の
例
、
⑤
〜
⑦
は
京
都
の
例
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
待
遇
表
現
的
で
「
軽
卑
語
」
と
ま
と
め
て
も
よ
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
世
期
以
降
の
上
方
・
京
阪
で
は
、
ヨ
ル
は
基
本

的
に
は
軽
卑
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
、
と
ま
と
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
（
ト
ル
は
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
）。

　

と
こ
ろ
で
、
上
方
の
女
性
は
ヨ
ル
を
使
っ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
も
気
に
な
る
問
題
で
あ
る
が
、
①
（
話
者
・
徳
兵
衛
）　

②
（
喜
多
市
）

④
（
露
雪
）
は
男
性
の
使
用
例
で
あ
る
が
、
⑤
「
箱
ま
く
ら
」
の
母
親
の
例
及
び
⑥
⑦
の
「
興
斗
月
」
の
例
（
話
者
は
義
太
夫
芸
子
浅
吉
）
は

女
性
の
使
用
例
で
あ
り
、
当
時
は
上
方
の
女
性
も
ヨ
ル
を
使
用
し
た
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
日
本
語
史
の
中
で
ヨ
ル
の
記
述
を
行
う
場
合
、
手
順
と
し
て
、
先
の
近
世
上
方
語
の
記
述
か
ら
、
考
察
は
進
め
て
行
か
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ヨ
ル
を
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
的
意
味
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必

要
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
丹
羽
（
二
〇
〇
五
）
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。（
資
料
は
「
岐
阜
県
土
岐
市
・
愛
知
県
犬
山
市
及
び
江
南
市
の

も
の
で
あ
る
）。
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ユ
キ
ガ
フ
ッ
ト
ル
（
雪
が
降
っ
て
い
る
）

　
　

ユ
キ
ガ
フ
リ
ョ
ー
ル
（
雪
が
降
り
つ
つ
あ
る
）

　

意
味
の
相
違
が
完
了
と
進
行
で
あ
れ
ば
、フ
ッ
ト
ル
は
既
に
積
も
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、フ
リ
ョ
ー
ル
は
今
降
っ
て
い
る
最
中
で
あ
る
。

し
か
し
フ
ッ
ト
ル
は
降
っ
て
い
る
最
中
に
も
使
え
る
。
こ
の
場
合
に
ト
ル
が
使
え
る
の
は
動
詞
の
意
味
に
よ
る
の
で
あ
り
、「
死
ぬ
」
な
ど

の
瞬
間
動
詞
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
標
準
語
の
テ
イ
ル
が
動
詞
分
類
の
基
準
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か

し
そ
の
前
に
「
降
る
＋
ト
ル
」
や
「
降
る
＋
テ
イ
ル
」
が
両
方
を
表
し
得
る
理
由
を
整
理
し
、
ヨ
ル
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。（
丹
羽
一
彌
『
日
本
語
動
詞
述
語
の
構
造
』（
笠
間
書
院
）
九
四
〜
九
五
頁
）

　
　

ヨ
ル
は
現
場
で
の
目
撃
情
報
で
あ
る
。（『
同
書
』
九
六
頁
）

　

近
畿
中
央
部
の
ヨ
ル
は
待
遇
表
現
に
使
わ
れ
る
が
、
待
遇
と
い
う
の
は
現
場
で
の
人
間
関
係
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
目
撃
と
ま

で
は
限
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
話
し
手
の
主
観
や
状
況
判
断
の
顕
れ
で
あ
る
。（『
同
』
九
七
頁
）

　
　

　

な
お
、
こ
こ
で
の
「
近
畿
中
央
部
」
と
は
京
都
大
阪
を
中
心
と
す
る
地
域
を
指
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ
う
で
、
例
え
ば
神
戸
方
言

な
ど
は
こ
こ
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
で
あ
る（
１
）。

　

丹
羽
前
掲
書
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。
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従
来
の
説
の
話
が
難
し
く
な
る
の
は
、
ヨ
ル
の
持
つ
意
味
全
部
が
ト
ル
と
対
立
す
る
も
の
と
考
え
、
全
て
を
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
所
与

の
意
味
範
疇
の
中
だ
け
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
理
論
で
説
明
で
き
な
い
食
い
違
い
が
あ
れ
ば
、
理
論
よ
り
事
実
を
優

先
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
事
実
を
詳
細
に
観
察
し
、
そ
れ
に
適
し
た
枠
組
み
を
帰
納
的
に
設
定
し
て
処
理
す
れ
ば
、
も
う

少
し
話
は
分
か
り
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
近
畿
以
東
の
方
言
の
ヨ
ル
の
意
味
や
職
能
は
、
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
分
野
か
ら
離
し
て

考
え
れ
ば
整
然
と
説
明
で
き
る
こ
と
が
多
い
。
一
般
化
と
か
他
の
言
語
と
比
べ
る
と
い
う
の
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ト
ル
と
ヨ
ル
は
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
文
法
範
疇
の
中
で
対
立
し
て
い
る
形
式
で
は
な
い
。
ト
ル
は
実
現
状
態
の
継
続
と
い
う
客
観
的
な

ア
ス
ペ
ク
ト
を
表
し
、﹇
命
題
﹈
を
構
成
す
る
形
式
で
あ
る
。
ヨ
ル
の
方
は
現
場
で
の
目
撃
・
経
験
と
い
う
個
人
的
な
主
観
で
あ
り
、﹇
判
断
﹈

を
構
成
す
る
形
式
で
あ
る
。
両
者
は
職
能
の
異
な
る
別
の
種
類
の
形
式
で
あ
る
。（『
同
』
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁)

　

現
代
で
ト
ル
と
ヨ
ル
が
使
わ
れ
て
い
る
方
言
全
て
に
、こ
の
丹
羽
の
説
明
を
当
て
は
め
る
の
は
、な
か
な
か
に
難
し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

少
な
く
と
も
、
近
世
上
方
語
と
現
代
京
阪
（
を
中
心
と
す
る
）
方
言
及
び
東
海
方
言
で
は
、
こ
の
説
明
（
ト
ル
は
ア
ス
ペ
ク
ト
で
ヨ
ル
は
違
う

と
い
う
こ
と
）
を
十
分
念
頭
に
置
い
て
考
察
を
進
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
、
と
現
在
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

三
、
西
日
本
方
言
に
見
ら
れ
る
「
ヨ
ル
」
に
つ
い
て

　

さ
て
、
現
代
の
西
日
本
方
言
の
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
で
は
、

ト
ル　

完
了
（
結
果
の
継
続
）

ヨ
ル　

進
行
（
状
態
の
継
続
）
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の
意
味
・
用
法
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
工
藤
真
由
美
編
『
日
本
語
の
ア
ス
ペ
ク
ト
・
テ
ン
ス
・
ム
ー
ド
体
系
』（
二
○
○
四
年
、
ひ
つ
じ
書
房
）
に
は
、

　

京
阪
地
区
を
除
く
西
日
本
の
広
い
地
域
に
分
布
す
る
方
言
で
は
、〈
進
行
〉
は
「
桜
の
花
が
散
り
よ
る
（
散
り
よ
ー
、散
り
ゆ
ー
）、〈
結
果
〉

は
「
桜
の
花
が
散
っ
と
る
（
散
っ
ち
ょ
る
、
散
っ
と
ー
）
の
よ
う
に
、
別
の
形
式
で
表
し
分
け
る
。（『
同
書
』
二
頁
）

と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

と
こ
ろ
で
、
湯
澤
幸
吉
郎
『
徳
川
時
代
言
語
の
研
究
』（
一
九
三
六
年
、
刀
江
書
院
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
【
注
意
】「
て
お
る
」
の
例
は
余
り
多
か
ら
ず
、
そ
の
場
合
に
は
「
て
居ゐ

る
」
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
に
「
て
」
を
略
し
て
、「
読
み
お
る
」「
書
き
お
る
」
の
様
に
す
る
言
方
は
、
京
阪
地
方
に
は
用
い
な
い
が
、
地
方
に
は
行
わ

れ
た
も
の
ら
し
い
。「
忠
臣
金
短
冊
」（
享
保
十
七
年
豊
竹
座
上
演
）
第
三
に
、大
岸
力
弥
が
島
原
の
遊
女
屋
に
訪
ね
て
行
つ
て
、「
然
ら
ば
〔
吾

ハ
〕
爰
に
待
ち
お
ら
ふ
」
と
言
う
に
対
し
て
、
亭
主
の
女
房
が
応
待
し
た
詞
が
、

◇
お
若
衆
の
待
お
ろ
は
お
國
詞
か
、
そ
ん
な
ら
私わ
し

も
勝
手
へ
立
ち
お
ら
ふ
。
デ
エ
お
茶
く
ん
で
来
を
ら
ふ
と
、
ひ
ん
し
や
ん
と
し
て
入

り
に
け
り
。

　

と
見
え
る
。
こ
れ
は
京
阪
地
方
で
「
待
つ
て
お
ろ
う
」
と
言
う
の
を
、「
ま
ち
お
ろ
」
と
「
て
」
を
抜
い
て
言
つ
た
為
に
、
わ
ざ
と
か
ら

か
つ
た
の
で
あ
る
。（
一
五
○
頁
）
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こ
の
湯
澤
の
「
待
お
ろ
は
お
國
詞
」
云
々
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
西
日
本
方
言
の
、
進
行
態
の
ヨ
ル
に
つ
な
が
る
オ
ル
の
記
述
か
と
も
思
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
湯
澤
は
【「
お
る
」
の
補
助
的
用
法
】
の
記
述
と
し
て
、

　
　

動
詞
・
活
用
連
語
の
連
用
形
に
附
い
て
、
動
作
主
を
卑
し
め
詈
る
意
を
表
す
。（
同
書
一
四
九
頁
）

と
し
、

　
　
【
注
意
】「
お
る
」
が
「
よ
る
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。（
同
）

と
記
述
し
、
曾
根
崎
心
中
（
元
禄
一
六
・
一
七
○
三
年
）
の
例
（
①
）
等
を
挙
げ
て
い
る
。

　

上
方
及
び
近
畿
中
央
部
と
そ
れ
以
外
の
西
日
本
の
オ
ル
・
ヨ
ル
の
用
法
の
分
化
が
、
近
世
に
お
い
て
既
に
窺
え
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

が
、「
ヨ
ル
」
は
上
方
語
で
は
当
初
か
ら
待
遇
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
明
治
期
よ
り
前
、
近
世
に
お
い
て
既
に
、
上
方

語
と
西
日
本
方
言
と
で
は
、
ヨ
ル
の
用
法
は
違
う
枠
組
み
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、

「
近
世
上
方
語
お
よ
び
京
阪
（
を
中
心
と
す
る
）
方
言
の
ヨ
ル
」（
Ａ
）
と
、「
西
日
本
方
言
に
お
け
る
ヨ
ル
」（
Ｂ
）
を
統
一
的
に
説
明
し
よ
う

と
考
え
て
き
た
が
、
そ
の
考
え
方
に
は
な
お
困
難
な
所
が
あ
り
、
Ａ
の
ヨ
ル
と
Ｂ
の
ヨ
ル
は
別
物
と
捉
え
て
考
察
を
進
め
て
い
く
ほ
か
は
な
い
、

と
考
え
る
に
至
っ
た
。
Ａ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味
と
い
う
よ
り
も
「
判
断
」
を
構
成
す
る
も
の
、
Ｂ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
を
構
成
す
る
も
の
、
と
分

け
て
捉
え
る
考
え
方
を
取
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
現
在
は
判
断
し
て
い
る
。

　

な
お
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
に
お
い
て
ヨ
ル
が
消
滅
し
」、「
進
行
と
結
果
の
区
別
を
な
く
し
、
ト
ル
に
一
本
化
」
さ
れ
た
、「
ヨ
ル
は
ア
ス
ペ
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ク
ト
的
意
味
を
失
い
、
い
ち
早
く
待
遇
的
マ
ー
ク
に
な
っ
た
」「
言
語
変
化
の
大
き
な
方
向
性
と
し
て
は
オ
ル
系
「
ヨ
ル
」「
ト
ル
」
は
と
も
に

ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
か
ら
待
遇
表
現
の
そ
れ
に
移
行
し
て
お
り
、
オ
ル
系
「
ヨ
ル
」「
ト
ル
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
い
た
い
」
な
ど
と
と
ら
え
る
論

考（
２
）が
あ
っ
た
が
、
上
方
語
で
は
、
ヨ
ル
は
当
初
か
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
で
は
な
か
っ
た
、
と
捉
え
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
が
自

然
な
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、「
ヨ
ル
の
待
遇
化
」
に
添
う
考
え
方
と
し
て
、「
ヨ
ル
」
が
上
方
語
と
し
て
文
献
で
捉
え
ら
れ
る
以
前
、
近
世
初
期
ま
で
に
「
進
行
」

を
表
す
用
法
の
も
の
と
し
て
現
れ
た
上
で
、
上
方
で
卑
語
化
し
た
、
と
い
う
説
明
が
示
さ
れ
て
い
る
。
青
木
博
史
「
補
助
動
詞
「
〜
オ
ル
」
の

展
開
」（『
和
漢
語
文
研
究
』
六
号
、
二
○
○
八
年
、
京
都
府
立
大
学
）
で
、
青
木
は
次
の
抄
物
の
「
進
行
」
を
表
す
「
ヨ
ル
」
の
例
を
挙
げ
て

い
る
。我

レ
此
間
獄
中
ニ
百
日
ア
リ
シ
ガ
、
今
漸
春
ニ
ナ
リ
天
恩
於
万
物
時
分
ニ
ナ
リ
ヨ
ル
程
ニ
ユ
ル
サ
レ
テ
出
獄
帰
ゾ
（『
四
河
入
海
』

一
五
三
四
年
成
立
）（
巻
二
五
ノ
四
・
一
八
オ
）

　

そ
の
上
で
、「
進
行
」
を
表
す
「
ヨ
ル
」
が
、「
室
町
末
江
戸
初
期
以
降
」
に
卑
語
化
し
た
と
す
る
。

　

た
だ
、「
中
世
末
近
世
初
期
以
降
」
と
い
っ
て
も
、
遅
く
と
も
近
世
前
期
の
元
禄
年
間
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
上
方
語
で
は
、
こ

れ
ま
で
用
例
で
見
て
き
た
通
り
、
当
初
か
ら
卑
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、青
木
が
挙
げ
て
い
る
「
ヨ
ル
」
の
例
が
一
例
の
み
で
あ
る
こ
と
、と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
弧
例
の
扱
い
の
問
題
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
考
察
に
お
い
て
、
確
定
事
項
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
な
お
疑
問
が
残
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、他
の
例
が
見
つ
か
る
よ
う
な
ら
、こ
の
考
え
方
を
第
一
に
考
察
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

現
状
、
こ
れ
で
決
定
と
は
行
か
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
こ
の
点
は
、
今
後
更
に
検
討
を
続
け
た
い
。
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四
、
保
科
孝
一
の
「
ヨ
ル
」（「
関
西
地
方
」）

　

以
上
、
近
世
に
お
い
て
は
既
に
、
上
方
語
と
西
日
本
方
言
と
で
は
、
ヨ
ル
の
用
法
は
違
う
枠
組
み
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
な
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
方
向
で
考
え
、
検
討
を
進
め
る
べ
き
か
、
と
も
思
わ
れ
る
が
、
現
代
の
西
日
本
方
言
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
と
し
て
の
ヨ
ル
」

の
用
法
は
、
明
治
期
の
保
科
孝
一
の
記
述
く
ら
い
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
れ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
中
央
語
と
の
関
連
を
文
献
上
捉
え
る
の
は
、

な
か
な
か
難
し
い
所
が
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

  

保
科
孝
一
の
「
ヨ
ル
」
に
つ
い
て
だ
が
、
ま
ず
、
保
科
が
関
わ
っ
た
「
国
語
調
査
委
員
会
」
の
、「
口
語
法
取
調
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
明
治
三
六
・

一
九
○
三
年
）
に
は
第
十
九
条
（
及
び
『
口
語
法
調
査
報
告
書
（
上
）』（
一
九
○
六
年
）
の
第
十
九
條
）
だ
が
、　

　
「
指
し
て
居ヰ

る
」、「
受
け
て
居ヰ

る
」
ヲ
、「
指
し
て
る
」「
受
け
て
る
」
ト
云
ヒ
、「
指
し
て
居ヲ

る
」「
受
け
て
居ヲ

る
」
ヲ
、「
指
し
と
る
」、「
受

け
と
る
」、
又
ハ
、「
指
し
ち
ょ
る
」、「
受
け
ち
ょ
る
」、
ト
云
フ
コ
ト
ア
リ
、
何
レ
ヲ
用
ヰ
テ
ア
ル
カ
。

な
ど
と
「
テ
ル
、
ト
ル
、
チ
ョ
ル
」
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
、
第
二
期
調
査
で
あ
る
、 「
口
語
法
取
調
ニ
関
ス
ル
事
項
」（
明
治
四
一
・
一
九
○
八
年
）
の
第
十
三
條
で
、

　

動
作
の
引
き
続
き
ゐ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
語
遣
、
如
何
。
雨
ガ
降
ッ
テ
イ
ル
。
風
ガ
吹
イ
テ
イ
ル
。
鐘
ガ
ナ
ッ
テ
イ
ル
。
橋
ノ
上
二
人

ガ
立
ッ
テ
オ
リ
マ
ス
。（
雨
ガ
フ
リ
ヨ
ル
。
車
夫
ガ
巡
査
ニ
叱
ラ
レ
ヨ
ッ
タ
。
関
西
地
方
。
雨
ガ
フ
ッ
テ
ア
ッ
タ
。
車
夫
ガ
巡
査
ニ
叱
ラ
レ

テ
ア
ッ
タ
。
本
ヲ
ヨ
ン
ダ
ッ
タ
。
東
北
地
方
）
の
類
。（『
明
治
以
降　

国
語
問
題
諸
案
集
成
下
巻　

文
体
・
語
法
・
音
韻
・
方
言　

編
』

吉
田
澄
夫
・
井
之
口
有
一
編
、「
第
二
部　

語
法
編
」
所
収
、
昭
和
四
八
年
七
月
、
風
間
書
房
）
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な
ど
と
「
関
西
地
方
の
ヨ
ル
」
を
含
む
調
査
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
項
目
を
含
む
第
二
期
調
査
は
、「
か
よ
う
に
し
て
慎
重
に
進

め
ら
れ
た
調
査
で
は
あ
っ
た
が
、
不
幸
に
し
て
そ
の
調
査
結
果
は
公
表
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
。」（『
同
』「
解
説
」）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
大
変

残
念
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
結
果
を
ま
と
め
る
の
に
、
困
難
な
部
分
が
多
か
っ
た
の
か
、
と
も
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
。

　

と
も
あ
れ
、
保
科
は
、
こ
の
後
、
ヨ
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
。

　

関
西
地
方
で
は
、
進
行
現
在
の
形
式
と
し
て
、
食
ヒ
居
ル
、
見
居
ル
（
実
際
の
発
音
に
お
い
て
は
食
イ
ヨ
ル
、
見
ヨ
ル
と
い
っ
て
居
る
）

と
い
ふ
の
を
、
食
ッ
ト
ル
、
見
ト
ル
と
い
ふ
、
現
在
の
形
式
か
ら
区
別
し
て
用
ゐ
て
居
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
関
東
地
方
に
は
、
こ
の
区

別
が
殆
ど
存
在
し
な
い
。
例
へ
ば
、
猫
ガ
死
ニ
ヨ
ル
、
火
ガ
消
エ
ヨ
ル
と
、
猫
ガ
死
ン
ド
ル
、
火
ガ
消
エ
ト
ル
の
区
別
は
、
関
西
地
方
に

は
存
在
す
る
が
、
関
東
地
方
に
は
な
い
の
で
あ
る
。（『
国
語
学
精
義
』、
明
治
四
三
・
一
九
一
〇
、
同
文
館
、
二
八
八
頁
）

　

現
在
の
東
京
語
に
は
、
進
行
現
在
と
現
在
と
の
区
別
が
な
い
が
、
関
西
方
言
に
は
、
こ
の
区
別
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
、
此
習

慣
は
将
来
の
標
準
語
に
採
用
す
る
必
要
が
な
い
か
何
う
か
、
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。
例
へ
ば
、
関
西
地
方
で
は
、
猫
が
死
ニ
ヨ
ル
と
、

猫
が
死
ン
ド
ル
、
火
ガ
消
エ
ヨ
ル
と
、
火
ガ
消
エ
ト
ル
の
区
別
が
、
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
東
京
語
に
は
、
猫
ガ
死
ニ
ヨ
ル
、

火
ガ
消
エ
ヨ
ル
に
相
当
す
る
言
ひ
あ
ら
は
し
方
が
な
い
。
猫
ガ
死
ニ
カ
ケ
テ
居
ル
、
火
ガ
消
エ
カ
ケ
テ
居
ル
と
云
ふ
言
ひ
あ
ら
は
し
方
が

あ
る
け
れ
ど
も
、
固
よ
り
同
一
に
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
こ
の
進
行
現
在
の
形
式
は
、
将
来
の
標
準
語
に
採
用
す
る
必
要

が
な
い
か
何
う
か
、
研
究
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。（
同
書
、
四
七
八
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
保
科
は
ト
ル
を
「
現
在
」
の
形
式
、
ヨ
ル
を
「
進
行
現
在
」
の
形
式
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る（
３
）。

　

た
だ
保
科
は
、
今
日
一
般
の
用
法
同
様
に
「
関
西
」
を
「
近
畿
地
方
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
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う
に
、
近
畿
中
央
部
は
「
ヨ
ル
」
は
「
軽
卑
語
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
期
で
も
「
進
行
」
の
用
法
と
は
違
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。

　

こ
こ
で
、
楳
垣
実
編
『
近
畿
方
言
の
総
合
的
研
究
』（
一
九
六
二
年
、
三
省
堂
）
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　

継
続
・
結
果
―  

た
と
え
ば
帯
を
結
ん
で
い
る
動
作
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
と
、
す
で
に
結
ん
で
し
ま
っ
て
帯
が
結
ば
れ
た
状
態
に
あ
る

こ
と
と
を
、
共
通
語
で
は
共
に
「
帯
を
結
ん
で
い
る
」
と
表
わ
す
が
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
区
別
し
て
表
わ
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

ム
ス
ビ
ャ
ア
ル　

ム
ス
ビ
ヨ
ル　

ム
ス
ビ
イ
ル　
（
継
続
）

　
　

ム
ス
ン
ダ
ア
ル　

ム
ス
ン
ド
ル　

ム
ス
ン
デ
ル　
（
結
果
）

　

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
動
詞
に
こ
の
表
現
が
使
え
る
わ
け
で
は
な
く
、多
少
の
制
限
は
あ
る
が
、ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
文
法
範
疇
に
入
れ
て
、

未
完
了
態
・
完
了
態
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
区
別
は
南
近
畿
・
北
近
畿
お
よ
び
神
戸
市
以
西
に
勢
力
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
区
別
も
お
い
お
い
混
同
さ
れ
て
、
結
果
態
で
継
続
・
結
果
の
両
方
を
無
差
別
に
表
わ
す
方
向
へ
進
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
共
通
語
の
影

響
だ
ろ
う
。
原
形
は
動
詞
の
連
用
形
に
ア
ル
・
オ
ル
・
イ
ル
の
続
い
た
形
と
、
テ
ア
ル
・
テ
オ
ル
・
テ
イ
ル
の
続
い
た
形
と
の
差
だ
か
ら
、《
イ

ル
を
有
情
（
生
物
）
に
、
ア
ル
を
非
情
（
無
生
物
）
に
》
と
い
う
原
則
の
行
わ
れ
な
い
土
地
で
な
く
て
は
、
ア
ル
・
テ
ア
ル
か
イ
ル
・
テ

イ
ル
だ
け
を
使
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
オ
ル
（
有
情
）
と
ア
ル
（
非
情
）
が
使
い
分
け
ら
れ
る
土
地
は
周
辺
部
に
あ
る
。

　

書
キ
ヨ
ル
・
見
ヨ
ル
は
中
近
畿
で
も
使
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
待
遇
意
識
が
加
わ
っ
て
、
用
法
が
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
話
し
手
・

聞
き
手
の
動
作
に
は
使
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
書
キ
ヨ
レ
・
見
ヨ
レ
と
い
う
命
令
形
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
こ
の
場
合
に
は
、
書

イ
テ
ヨ
ル
・
見
テ
ヨ
ル
で
継
続
・
結
果
の
両
方
を
表
わ
す
か
ら
、
書
キ
ヨ
ル
・
見
ヨ
ル
に
は
継
続
の
意
は
極
め
て
う
す
く
な
っ
て
、
そ
の
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た
め
軽
蔑
の
意
が
そ
れ
だ
け
強
く
な
る
。（「
近
畿
方
言
総
説
」、
五
○
〜
五
一
頁
）

と
あ
る
。
あ
る
い
は
、
近
世
以
降
、
明
治
期
で
も
現
代
で
も
、
近
畿
の
中
で
「
ヨ
ル
」
の
用
法
が
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
か
と
推
定
さ
れ
る
も

の
か
と
考
え
る
。

　

五
、
お
わ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

近
畿
中
央
部
で
の
「
ヨ
ル
」
は
近
世
以
降
で
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
「
軽
卑
語
」
の
用
法
だ
け
し
か
文
献
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
あ

る
が
、
一
方
で
「
進
行
」
を
表
す
用
法
も
近
世
以
降
、
近
畿
中
央
部
以
外
の
西
日
本
で
は
実
は
脈
々
と
使
わ
れ
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
る
に
至
っ
た
。
具
体
的
に
説
得
力
あ
る
形
で
示
す
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
ん
と
か
そ
れ
を
示
し
て
い
け
る
よ
う
、
努
力
を

続
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注
（
１
）
神
戸
市
方
言
の
ヨ
ル
（
ヨ
ー
）
は
中
立
的
ア
ス
ペ
ク
ト
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、〈
進
行
〉（
状
態
の
継
続
）
を
表
す
と
い
う
。（
久
木
田
恵
氏
の
御

教
示
に
よ
る
）。

（
２
）
例
え
ば
中
井
精
一
「
上
方
お
よ
び
そ
の
近
隣
地
域
に
お
け
る
オ
ル
系
「
ヨ
ル
」・「
ト
ル
」
の
待
遇
化
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
説
明
で
あ

る
。　

「
ヨ
ル
」
と
「
ト
ル
」
に
つ
い
て
は
、
感
覚
的
「
ヨ
ル
」
の
方
が
軽
卑
度
が
強
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
に
お
い

て
進
行
と
結
果
の
区
別
を
な
く
し
同
一
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
過
程
で
、「
ヨ
ル
」
が
消
滅
し
「
ト
ル
」
に
一
本
化
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
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つ
ま
り
「
ヨ
ル
」
が
ア
ス
ペ
ク
ト
的
意
味
を
失
い
、
い
ち
早
く
待
遇
的
マ
ー
ク
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、「
ト
ル
」
は
ア
ス
ペ
ク
ト
性
を
よ
り

遅
く
ま
で
保
持
し
て
き
た
た
め
、
感
覚
的
「
ヨ
ル
」
の
方
が
軽
卑
度
が
強
い
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
語
変
化

の
大
き
な
方
向
性
と
し
て
は
オ
ル
系
「
ヨ
ル
」「
ト
ル
」
は
と
も
に
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
か
ら
待
遇
表
現
の
そ
れ
に
移
行
し
て
お
り
、オ
ル
系
「
ヨ

ル
」「
ト
ル
」
と
し
て
一
括
し
て
扱
い
た
い
。（『
国
語
語
彙
史
研
究
二
一
』〈
二
〇
〇
二
年
、
和
泉
書
院
〉
左
二
八
頁
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
ヨ
ル
」
は
上
方
語
で
は
当
初
か
ら
待
遇
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ス
ペ

ク
ト
性
の
消
滅
云
々
を
論
ず
る
こ
と
は
な
か
な
か
文
献
的
に
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
残
る
。「
ト
ル
」
の
待
遇
化
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
検

討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

（
３
）
こ
の
記
述
で
の
ヨ
ル
は
、
先
の
丹
羽
の
い
う
「
現
場
で
の
目
撃
・
経
験
と
い
う
個
人
的
な
主
観
で
あ
り
、〈
判
断
〉
を
構
成
す
る
形
式
」
を
指
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
検
討
を
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
保
科
の

い
う
「
標
準
語
へ
の
採
用
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
た
い
と
思
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。
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