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特集 辞 書 ･事 典

ことばの規範 を
問 い直す

｢辞書｣とは何かを問う･視線

安田敏朗YASUDATosht'akL'
-

｢国
声

や

｢近
代
日
本
音
譜
史
｣
の
問
題
を
扱
わ
れ
て
き

た
安
田
さ
ん
に
と
っ
て
'
｢辞
昏
｣
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
は
､

｢辞
書
｣
を
め
ぐ
る
状
況

,

日
常
的
に
使
用
し
､
そ
の
内
容
に
疑
い
を
持
つ
こ
と
な
ど
ほ
と
ん

ど
な
い
ま
ま
､
｢権
夢

と
し
て
受
容
し
て
い
る

｢辞
義
｣｡
で
は
､
そ

の

｢確
率

は
､
ど
の
よ
う
な
構
造
か
ら
成
立
し
､
私
た
ち
使
用
者

は
､
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
容
れ
て
き
た
の
か
｡
｢辞
義
｣
の
あ
り

方
を
め
ぐ
り
､
『辞
雷
の
政
治
学
-

こ
と
ば
の
規
範
と
は
な
に
か
』

を
上
梓
さ
れ
た
安
田
敏
朗
氏
に
拓
を
伺
っ
たJ.
(イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
日

･二
月
〓
ハ
日
､
重
昂
国
立
に
て
/
聞
き
手
･
小
山
晃
〔本
紙
編
集
〕)

▼
安
田
敏
朗

(や
す
だ
･
と
し
あ
き
)
氏
-

一
九
六
八
年
生
ま
れ
｡

一橋
大
学
大
学
院
吉
信
社
会
研
究
科
助
救
授
･
近
代
日
本
書
信
中
｢

音
義
に

『括
民
地
の
な
か
の

｢国
帯
竿
｣
-

時
桂
城
妃
と
京
城
帝

国
大
学
を
め
ぐ
っ
て
J)
『帝
国
日
本
の
書
信
gr
成
』
『(国
情
)
と

〈吉

号
)
の
あ
い
だ
-

吉
信
構
築
の
政
治
学
b
ほ
か
｡

げ
る
こ
と
が
な
か
な
か
出
来
な
か
っ
た
わ
け
で
す
｡
そ
こ
で
'
｢辞

書
｣
と
い
う
も
の
を
媒
介
に
し
て
､
｢国
声

や

｢辞
沓
｣
を
使
う

側
は
､
｢辞
唇
｣
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と

を
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
｡

戦
後
教
育
に
お
け
る
学
習
指
導
要
領
の
竃

や
､-
そ
こ
か
ら
見
え

て
く
る

｢辞
啓
を
引
く
｣
と
い
,2
行
為
の
習
慣
化
.
国
語
辞
容
の
使

用
状
況
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
考
載
せ
ま
し
だ
が
､
結
局
､

使
う
側
と
し
て
は
､
例
え
ば

｢字
を
忘
れ
た
と
き
に
引
く
｣
と
い
っ

た
､
単
な
る

｢字
引
｣
的
な
側
面
だ
け
で
終
わ
る
結
果
に
な
っ
て
い

る
｡
そ
れ
は
､
確
か
に

｢わ
か
ら
な
い
と
き
に
引
く
｣
と
い
う
感
覚

で
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
｢辞
4
]J
を
つ
く
る
側
の
意
図
と

い
A〔も
の
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
､
そ
う
い
っ
た
も
の
に
何
ら
か
の

形
で
'
｢辞
容
を
引
く
｣
と
い
う
行
為
が
含
み
こ
ま
れ
て
い
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
｡
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
た
く
て
､
今
回
の

本
を
宙
い
た
次
第
で
す
｡

I

第
一
華
で
は
､
近
代
化
の
過
程
で
'
｢辞
撃

を
編
纂
す
る

側
の
意
図
を
丁
寧
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
｡
欧
米
に
倣
い
'
ま
た
近
代

国
家
に
と
っ
て
､
｢辞
8
ご
と
い
ち
も
の
が
必
要
で
あ
る
と

い
っ
た
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強
い
意
識
が
そ
の
編
纂
作
業
へ
と
結
び
つ
い
て
い
き
ま
す
｡

安
田

本
の
中
で
も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
'
辞
書

『言
海
』
の

著
者
で
あ
っ
た
大
槻
文
彦
や
'
国
語
学
者
の
上
田
万
年
が
辞
書
論
を

述
べ
る
と
き
､
ど
う
し
て
も
O
E
D

(オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞

香
)
が
念
頭
に
あ
り
ま
す
｡
山
室
信
1氏
の
用
語
を
使
っ
て
'
｢文

明
国
標
準
｣
と
､
そ
の
認
識
を
呼
び
ま
し
た
が
､
｢独
立
国
で
あ
る

以
上
は
'
と
に
か
く
き
ち
ん
と
し
た
辞
書
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
｣
と
い
っ
た
意
識
だ
け
は
非
常
に
弾
く
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡
し
か

し
､
意
識
だ
け
が
強
く
て
'
実
際
は
､
｢こ
れ
が
そ
れ
で
す
｣
と
い

う
異
体
的
な

｢辞
書
｣
や
'
そ
の
明
確
な
編
纂
方
針
を
t.な
か
な
か

打
ち
出
せ
な
か
っ
た
状
況
が
あ
り
ま
し
た
｡

そ
し
て
'
そ
の
よ
う
に

｢文
明
国
｣
と
い
っ
た
こ
と
を
標
梼
し
'

論
議
し
て
い
る
層
と
'
そ
れ
と
は
全
く
関
係
な
く
生
き
て
い
る
層
と

が
存
在
し
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
｡
そ
れ
は
い
ま
で
も
そ

う
で
し
ょ
う
｡

-

日
本
の
近
代
初
期
の

｢辞

声

の
あ
り
方
を
､
東

一
章

｢文

明
と
し
て
の
辞
書
｣で
詳
述
さ
れ
'

続
け
て

｢文
化
｣
要

用
晶
｣
｢習

慣
化
｣
と
い
う
各
章
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
考
察
さ
れ
ま
す
｡
近
代
以
降

の
時
代
推
移
の
中
で
'
｢辞
書
｣

の
あ
り
方
の
変
化
は
'
｢辞
書
｣

の
形
式
だ
け
を
見
て
も
､
｢大
型
｣

か
ら

｢中
型
｣
｢小
型
｣
や

｢学

習
｣
と
い
っ
た
多
様
な
広
が
り
方

に
現
れ
ま
す
｡
そ
し
て
そ
の
変
化

の
中
で
も
､
特
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
が
､
｢辞
書
を
引
く
｣
と
い

う
行
為
自
体
が
'
規
範
化
し
て
き
た
こ
と
で
す
｡

安
田

浸
透
の
仕
方
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
､
各
家
庭
に

｢辞

書
｣
が
一
冊
は
あ
る
よ
う
な
環
境
-

も
ち
ろ
ん
l
冊
も
な
い
家
庭

も
あ
る
で
し
ょ
う
が
'
多
く
の
家
に

｢辞
書
｣
が
あ
る
よ
う
な
状
況

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
｡
も
う
一
つ
'
本
の
最
後
に

も
書
き
ま
し
た
が
'電
子
辞
書
や
携
帯
電
話
の
普
及
と
い
っ
た
形
で
､

そ
こ
で
の
漢
字
変
換
や
'
わ
か
ら
な
い
漢
字
な
ど
を
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
進
歩
の
結
果
で
あ
る

｢辞
書
的
な
も
の
｣
に
よ
っ
て
調
べ
る
こ
と

が
で
き
る
状
況
に
も
現
れ
て
い
ま
す
｡

例
え
ば
携
帯
電
話
の
漢
字
変
換
に
よ
っ
て
打
ち
出
す
と
'
正
解
が

そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
｡
そ
う
い
っ
た

｢辞
書
的
な
も
の
｣
が
'
私

た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
り
'
そ
れ
を
使
う
こ
と
が
､
か
な
り
習
慣
化

さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

-

｢辞
書
｣
に
ま
つ
わ
る
回
想
な
ど
の
文
章
を
引
用
し
て
､
戦

前
は
､
｢字
引
｣
や

｢辞
書
｣
を
引
く
こ
と
を
習
慣
化
す
る
意
識
が

あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
ま
す
｡
し
か
し
'
経
済
状

態
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
窯
境
の
変
化
は
も
ち
ろ
ん
な
の
で
す
が
'戦
後
'

学
習
指
導
要
領
の
中
に

｢辞
書
｣
使
用
の
習
慣
化
が
盛
り
込
ま
れ
る

変
化
が
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
｡

安
田

学
習
指
導
要
領
の
変
遷
を
追
い
ま
し
た
が
へ
戦
後
の
一
九
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｢辞
書
｣と
い
う
も
の
に
'過
剰
な
権
威
を
与
え
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
｡

し
か
し
そ
れ
は
｢辞
書
｣そ
の
も
の
の
せ
い
で
は
な
い
の
で
す
｡

-
面
か
ら
】

四
七
年
の
試
案
に
あ
っ
た
｢辞
書
に
頼
り
す
ぎ
て
'
自
分
で
く
ふ
う

し
た
り
'
思
索
し
た
り
､
考
え
た
り
す
る
態
度
を
失
っ
て
は
な
ら
な

い
｣
と
い
う
項
目
が
'
五
一
年
に
は
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
'
｢辞

書
｣
と
い
う
も
の
が
､
簡
単
に
素
養
や
教
養
と
い
っ
た
権
威
へ
と
変

化
し
て
い
く
流
れ
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
｡
つ
ま
り

｢辞
書
を
引
く
｣

と
い
う
行
為
が
､
何
ら
疑
わ
れ
る
こ
と
な
く
､
当
然
の
前
提
と
し
て

織
り
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
で
す
C

た
だ
'
学
習
指
導
要
領
な
ど
の
資
料
を
見
て
い
く
と
'
そ
れ
は
｢辞

書
｣
使
用
に
限
ら
ず
'
こ
れ
は
当
然
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
の
下
､

懐
疑
も
な
い
ま
ま
に
'
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
い
る
様
々
な
方
針
が

あ
り
､
戦
後
教
育
の
あ
り
方
と
'.'
規
範
化
の
動
き
は
重
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
.
そ
の
全
体
的
な
流
れ
と
し
て
､
愛
国
心
を
詣
っ

て
み
た
り
､
｢国
歌
を
歌
え
｣､
｢国
旗
は
敬
え
｣と
い
っ
た
話
と
'
｢辞

書
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
｣
と
い
っ
た
姿
勢
は
'
正
解
は

1
つ
で
あ
り
､
こ
れ
こ
そ
が
正
し
い
と
い
っ
た
こ
と
と
同
じ
流
れ
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
気
が
し
て
い
ま
す
｡

-

｢国
歌
｣
や

｢国
旗
｣
と
い
っ
た
可
視
化
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
だ

け
に
､
逆
に
厄
介
な
問
題
で
す
が
､
そ
ん
な
現
状
を
見
て
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
｡

安
田

今
の
状
況
は
'
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
出
来
る
の
で
す
が

-
-
難
し
い
で
す
ね
｡せ
め
て
こ
れ
位
は
知
っ
て
い
な
さ
い
と
思
う
､

常
識
的
な
レ
ベ
ル
の
事
柄
も
あ
る
わ
け
で
す

(笑
)｡
そ
の
位
の
事

柄
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
､
｢辞
書
｣
を
引
き
な
さ
い
と

い
う
言
い
方
も
出
来
る
し
､
と
り
わ
け
大
学
院
の
学
生
に
は
､
つ
い

言
っ
て
し
ま
っ
た
り
も
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

(笑
)O

｢辞
書
｣
を
全
く
引
く
な
'
も
し
く
は

｢辞
書
凌
引
く
｣
よ
う
な

教
育
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な

く
-

つ
ま
り
'
｢辞
書
｣
を
引
い
て
何
を
す
る
か
と
い
う
話
で
あ

り
､
そ
の
行
為
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
｡

｢辞
書
｣
は
絶
対
で
は
な
い
で
す
L
t
不
磨
の
大
典
の
よ
う
な
も

の
で
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
､
｢辞
書
｣.を
引
く
と
い
う
行
為
を
習

慣
化
さ
せ
る
こ
と
白
体
を
問
題
に
す
る
よ
り
も
'
｢辞
書
｣
を
何
故

引
く
の
か
'
そ
し
て
'
そ
こ
か
ら
何
を
学
ぶ
の
か
へ
と
い
う
こ
と
が

重
要
な
の
で
す
｡

｢わ
か
ら
な
い
か
ら
辞
書
を
引
き
ま
し
ょ
う
｣
と
い
う
話
で
は
な

▼
安
田
敏
朗
著

『辞
書
の
政
治
学

-

こ
と
ば
の
規
範
と
は
な
に

か
』
2
･
-
刊
､
四
六
判
二
五
六

頁
･
本
休
二
八
〇
〇
円
･
平
凡
社

く
､
わ
か
っ
て
い
て
も
引

く
｡
そ
の
中
で
違
い
が
あ
っ
た
と
き
に
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い

く
の
か
と
い
っ
た
形
の
教
育
が
あ
っ
た
ほ
う
が

よ
い
と
考
え
て
い
ま

す
｡

｢辞
書
を
引
く
｣
と
い
う
こ
と
の
意
味

-

言
語
系
の
学
者

の
方
や
､
そ
の
素
養
が
あ
る
方
々
に
と
っ
て

は
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
'
｢辞
書
｣
そ
の
も
の
を

疑
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い

作
業
で
す
｡
し
か
し
､
そ
の
当
然
の
こ

と
に
つ
い
て
の
問
い
を
発
す

る
こ
と
､
ま
た
'
｢辞
芦

の
あ
り
方

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
批
評
が

少
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
｡

安
田

国
語
学
を
も
と
も
と
専
攻
し

て
い
た
の
で
す
が
､
例
え
ば
へ

｢辞
書
｣
に
載
っ
て
い
る
意
味
な
ん
か
を
'
ゼ
ミ
で

報
告
す
る
と
､

｢な
ん
だ
こ
れ
｣

な
ん
て
言
わ
れ
る
よ
う
な
世

界
で
し
て
'
｢辞
書
｣

に
載
っ
て
い
る
こ
と
は
信
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん

と
い
っ
た
話
か
ら
始

ま
る
わ
け
で
す
｡
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
ん

で
す

が
､
社
会
言
語
学
の
こ
こ
何
年
か
の
成
果
を
見
て
い
ま
し
て

も
'
標

準
語
と
方
言
の
問
題
や
､
言
語
政
策
論
に
つ
い
て
の
議
論
は

出
て
き

て
い
て
も
'
｢辞
書
｣
に
特
化
し
た
よ
う
な
も
の
は
'
や
り
に
く
い

よ
う
で
す
｡

-

使
い
方
も

｢字
引
｣
と
し
て
し
か
優
っ

て
い
な
い
よ
う
な
状

況
で
､
疑
う
こ
と
な
く
｢辞
書
｣
を
引
い
て
い

る
側
に
と
っ
て
､
｢辞

書
を
引
く
｣
と
い
う
こ
と
自
体
を
問
う
と

い
う
の
は
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
｡

安

田

何
故
'
｢辞
書
｣
を

引
く
の
か
と
い
う
と
､
そ
こ
に

｢正

し
さ
｣､
ま
た

｢答
え
｣
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
り
'
そ

れ
を
求
め
て
の
行
為
な
の
で
す

｡
例
え
ば
､
漢
字
を
ど
う
書
く
の
か

を
調
べ
る
た
め
に
引
く
の
も
'

そ
こ
に

｢答
え
｣
が
あ
る
か
ら
引
く

わ
け
で
す
｡
そ
う
い
っ
た
素

朴
な
認
識
が
全
て
を
享
見
て
い
る
｡
し

か
し
'
そ
の
よ
う
な
状
態
の
危

う
さ
も
解
っ
て
欲
し
い
の
で
す
O

′
例
え
ば
へ
｢『広
辞
苑
』
に
よ

れ
ば
｣
と
い
う
言
い
方
に
権
威
の
あ

る
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
り
､
今
も
そ
の
風
潮
は
ま
だ
少

し
残
っ
て
い
ま
す
｡
何
故
そ
う
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
'

調
べ
き
れ

て
い
な
い
の
で
す
が
､
岩
波
書
店
の
イ
メ
ー
ジ
と
流
通
の

問
題
や
､

『広
辞
歴

の
発

行
部
数
な
ど
を
含
め
た
結
果
だ
と
思
い
ま

す
.
そ

し
て
へ
状
況
と
し
て
は
'
戦
後
の
経
済
成
長
と
あ
わ
せ
て
､

｢辞
書
｣

を
撃
つ
く
ら
い
の
余
裕
が
社
会
に
生
ま
れ
て
き
た
.
そ
れ

が
1
つ
の

岩
牧
的
教
養
の
証
の
よ
う
な
形
で
'
｢文
化
と
し
て
の

『広
辞
苑
』｣

と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
文
脈
で
解
釈
す
る

こ
と
が
出
来

る
と
思
う
の
で
す
｡

そ
し
て
も
う
一
方
'
習
慣
化

を
促
す
教
育
の
導
入
が
あ
り
ま
す
｡

本
の
中
で
も
G
H
Q
の
C
I
E

(民
間
情
報
教
育
局
)
の
係
官
の
日

朝
を
紹
介
し

ま
し
た
が
､
戦
前
に
学
習
辞
書
的
な
も
の
が
少
な
か
っ

た
こ
と
に
対

し
､
か
な
り
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
す
｡
学
習
指

導
要
領
の

編
纂
は
'
そ
の
よ
う
な
見
方
を
持
っ
て
い
た
G
H
Q
側
の

意
見
が
通

っ
た
こ
と
も
あ
り
'
小
学
校
時
に

｢辞
書
を
引
く
｣
教
育

を
積
む
べ

き
で
あ
る
と
い
っ
た
孝
兄
が
草
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
ら
し

い
の
で
す

｡
後
は
そ
の
前
例
を
'
お
役
所
的
に
ず
っ
と
引
き
継
い
で

い
っ
た
と

い
う
見
方
も
出
来
る
か
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
'
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
｡
｢調

べ
る
｣
と
い
う
こ
と
-

中
で

も
'
子
ど
も
た
ち
に
調
べ
さ
せ
る
と

い
う
こ

と
が
､
戦
前
と
の
対
比
で
い
う
と
'
と
て
も
民
主
的
な
感
じ

が
あ
り

､
小
学
校
で

｢辞
書
｣
の
教
育
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
か

な
り

革
新
的
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
ん
で
す
｡
そ
の
よ
う

な
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
､
注
で
長
々
と
引
用
し
た
よ
う
な

｢小

学
校
学
習
指
導
要
領
｣
の
中
で
も
､
｢辞
書
を
利
用
し
ま
し
ょ
う
｣

と
い
っ
た
非
常
に
詳
細
で
､
異
体
的
な
例
示
が
な
さ

れ

て

い
る
記
述

が
出

て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
o

そ
れ
以
前
に

｢辞
書
を
引

く
｣
と
い
う
こ
と
は
∵

高
学
年
に
な
っ

て
'
教
育
を
受
け
て
か
ら

で
な
い
と
引
け
な
小
斗

表
記
が
歴
史
的

仮
名
遣
い
で
あ
っ
た
り
､
文

語
体
や
語
釈
が
髪

等
あ
っ
た
と
い
う

点
に
も
あ
り
ま
し
た
.
表
記

は
戦
後
の
教
育
改
選
潜
堅

炭
革
の
中

で
､
簡
易
化
さ
れ
て
い

く
わ
け
で
す
が
'
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
｢辞
書
｣

も
表
音
表
記
に
な

り
､
語
釈
も
口
語
化
し
ま
す

(『明
解
国
語
辞
典
』

な
ど
､
口
語
の

辞
書
は
戦
中
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
)?
つ
ま
り
､
戦

後
の

｢辞
書
｣

は
I

｢学
習
辞
書
｣
も
含
め
'
そ

の

存
在
自
体
が

新
し
い
も
の
と
し

て
登
場
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
を

持
っ
て
い
ま
す
｡
ま

た
そ
れ
は
､
｢辞
芦

へ
の
欲
求
と
い
う
も
の

が
溜
ま
っ
て
い
た

結
果
な
の
で
は
な
い
か
と
る
思
い
ま
す
.

-

こ
と
ば
自
体
へ
の

飢
え
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
か
と
思
う

の
で
す
が
､
そ
れ
で
も
結

局
'
つ
く
る
側
や
与
え
る
側
は
'
権
威
的

な
方
向
に
繋
が
ら
ざ
る
を

得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
唇
っ
の
で
す
｡

花
森
安
治
さ
ん
と

｢暮
し

の
手
帖
｣
の
挿
話
が
非
常
に
示
唆
的
で
あ

り
､
常
に
つ
く
り
手
側
と
使
用
す
る
側
の
意

識
が
異
な
る
中
で
､
｢辞

書
｣
と
い
う
も
の
は
こ
こ
ま
で
き
た
の
だ

な
と
感
じ
ま
し
た
｡

安
田

｢辞
書
｣
を
つ
く
る
側
の
人
た
ち
と
い
う

の
は
t
よ
り
正

確
な
語
釈
を
網
羅
的
に
豊
富
に
し
よ
う
と
し
て
つ
く

ら
れ
て
い
る
と

思
う
の
で
す
.
し
か
し
結
局
'
引
く
側
は
､
1
番
目

の
意
味
だ
け
わ

か
れ
ば
い
い
､
漢
字
が
わ
か
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
止
ま
っ

て
し
ま
う
わ
け
で
､
そ
の
埋
め
ら
れ
な
い
ギ
ャ
ッ
プ
が

ず
っ
と
存
在

し
て
い
ま
す
｡

花
森
さ
ん
は
､
｢暮
し
の
手
帖
｣

で
､
使
用
者
､
つ
9
6り
商
品
テ

ス
ト
と
同
じ
視
線
で
｢辞
書
｣を

い
く
つ
か
検
討
し
て
い
っ
た
結
果
'

｢国
語
は
､
国
語
学
者
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
o
国
許
の
辞
典
を
､

国
語
学
者
に
ま
か
せ
て
お
い
た
の

が
'
私
た
ち
の
至
ら
ぬ
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
｣
と
い
っ
た
結
論
に
至
る

｡
商
品
テ
ス
ト
の
商
品
と
こ
と
ば

と
を
一
緒
に
し
て
よ
い
の
か
と
い

う
問
題
は
残
り
ま
す
が
､
｢辞
書
｣

は
商
品
で
あ
る
し
'
使
っ
て
な
ん
ば
の

も
の
周
も
あ
虜

で
'
そ
う

い
っ
た
意
味
で
使
い
易
い
も
の
を
求
め

て
い
ん
と
い
A浄

為
は
､
消

費
者
側
の
当
然
の
権
利
で
し
ょ
う
.
そ

う
い
っ
た
意
味

で
は
'
花
森

さ
ん
の
考
え
方
は
､今
で
も
共
感
を
得

ら
れ
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

た
だ
､
も
し
消
費
者
側
が
'
｢辞
書

｣
と
い
う
も
の
は
単
な
る

｢字

引
｣
だ
け
で
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
'
携
帯
電
話
の
辞
書
機
能

だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
-

0

-

し
か
し
'
花
森
さ
ん
の

よ
う
な

｢辞
書
｣
の
こ
と
ば
へ
の
違

和
感
や

､
安
田
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
る

｢こ
と
ば
は

『わ
た
し
』
の
も

の
だ

か
ら
｣
と
い
う
結
論
に
至
る
以
前
の
無
自
覚
な
状
態
で
'
懐
疑

す
る

こ
と
さ
え
な
い
ま
ま

｢私
の
使
う
こ
と
ば
は
､
私
の
も
の
だ
｣

と
'
多

く
の
人
は
自
明
の
こ
と
と
思
い
､
話
し
､
書
い
て
い
ま
す
｡

そ
し

て
強
固
な
規
範
の
中
で
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
無
自
覚
性
が
､

｢辞
書
｣
を
引
き
､
そ
の

｢正
し
さ
｣
を
'
無
批
判
に

受
け
容
れ
る

行
為
に
現
れ
て
い
る
と
強
く
感
じ

ま
し
た
｡

安
田

今
ま
で
の

｢辞
書
論
｣
と
い
う
の
は
'
愛
好
家
-

｢辞

書
｣
を
読
む
こ
と
が
好
き
な
方
や
､
｢辞
書
｣
を
使
っ
て
仕

事
を
す

る
よ
う
な
方
が
書
い
て
い
た
も
の
で
あ
り
'
そ
れ
は
｢私
の

辞
書
論
｣

で
し
か
な
い
も
の
で
す
｡
そ
れ
と

は
ま
た
別
の
視
線
1

そ
も
そ
も

｢辞
書
｣
と
は
こ
ん
な
も
の
で
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
形
を

示
そ
う
と
患
い
'
今
回
の
本
を
書

き
ま
し
た
｡

こ
と
ば
の
あ
り
方
と

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩

-

必
要
最
低
限
の
規
範
は
必
要
で
す
L
t仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

し
か

し
､
規
範
が
過
剰
な
押
し
付
け
に
な
ら
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な

く
て

は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
'
そ
の
た
め
の

｢辞
書
｣
の
可

能
性

に
つ
い
て
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
O

安
田

｢辞
芦

と
い
う
も
の

は
､
標
準
語
を
示
す
側
面
も
あ
り
､

ア
ク
セ
ン
ト
の
表
記
が
つ
い
て

い
た
り
し
ま
す
か
ら
､
近
代
国
民
国

家
が
要
請
し
た

｢国
語
｣
そ
の
も
の
を
体
現
し
て
い
る

わ
け
で
す
O

私
の
立
場
か
ら
す
る
と
､
｢m

nuJ
と
い
う
も
の
は
相

対
化
さ
れ

る
べ
き
で
あ
り
'
つ
ま
り

｢国
語
｣
を
つ
く
っ
て
い
く
過

程
､
広
め

て
い
く
過
程
で
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
ば
や
も
の
'
そ

し
て
人
び

と
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
な

｢辞
書
｣
-

少
し
存
在
そ
の
も
の
と
矛
盾
し
て
は
い
る
の
で
す
が
､

｢国
語
｣
の

あ
り
方
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
形
で
の

｢辞
書
｣
が
出

来
れ
ば
よ
い

と
思
っ
て
い
ま
す
｡

今
､
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
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(/
)
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
､丸
投
げ
に
し
ま
す
(BK).

-

線
引
き
を
し
て
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
､
線
引
き
を
し
た
内

側
に
あ
る
も
の
が
正
解
で
す
L
t
そ
こ
に
目
が
い
く
よ
う
に
な
る
の

は
当
然
の
こ
と
で
す
が
､
逆
に
'
線
を
引
い
た
内
側
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
'
そ
の
外
側
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
も

の
が
あ
る
と
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
｡

安
田

そ
う
す
る
と

｢辞
書
｣
を
引
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
わ
け

で
す
｡
｢辞
書
｣
を
引
く
側
は
'
正
解
を
求
め
て
引
く
わ
け
で
す
け

れ
ど
t
で
も
ま
あ
こ
う
い
う
の
も
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
提
示
が
あ
る

こ
と
で
､
今
度
は
混
乱
し
て
い
く
｡
だ
け
ど
､
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
｢辞
書
｣
を
引
い
て
も
正
解
は
な
い
と
い
う

よ
う
な

｢辞
書
｣
が
あ
っ
て
も
｡

ま
た
'
こ
と
ば
の
あ
り
方
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
は
､
リ
ン
ク

し
て
い
る
部
分
が
か
な
り
あ
り
､
少
し
別
の
方
向
か
ら

｢辞
書
｣
の

あ
り
方
も
変
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
.

近
代
日
本
の
国
Wl国
字
問
題
と
い
う
も
の
は
'
ま
ず
は
制
限
あ
り

き
と
い
う
考
え
が
あ
り
､
例
え
ば
､
漢
字
制
限
し
て
い
く
こ
と
で
､

メ
デ
ィ
ア
対
応
-

新
聞
や
本
を
つ
く
る
た
め
の
活
字
を
組
む
と
い

う
作
業
を
簡
易
化
す
る
た
め
､
使
う
漢
字
を
制
限
し
た
と
こ
ろ
が
始

ま
り
な
ん
で
す
｡
し
か
し
今
'
全
て
の
漢
字
を
パ
ソ
コ
ン
で
使
え
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
考
え
が
あ
り
ま
す
｡
そ
し

て
全
て
の
漢
字
が
パ
ソ
コ
ン
に
載
り
､
印
字
可
能
に
な
っ
て
し
ま
え

ば
'
制
限
を
か
け
る
必
要
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
技
術
的

に
は
全
部
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
'
百
年

間
続
い
て
き
た
国
茶壷
字
問
題
と
い
う
も
の
が
､
そ
れ
に
よ
っ
て
全

部
パ
ー
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

(W
).

｢辞
芦

に
も
､
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
亭
見
る
と
思
う
ん

で
す
｡
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ど
ん
な
に
多

量
の
デ
ー
衣
で
も

｢辞
書
｣
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
O
例
え

ば
､
今
の
電
子
辞
書
に
し
て
も
､
要
は
､
｢量
｣
を
誇
っ
て
い
る
わ

け
で
す
｡
と
な
る
と
'
そ
れ
こ
そ
数
限
り
な
く
こ
と
ば
を
載
録
出
来

る
こ
と
に
な
れ
ば
､
｢辞
書
｣
と
い
う
も
の
の
規
範
性
が
薄
れ
て
い

く
可
能
性
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
p

-

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
'
一
方
で
携
帯
電
話
や
ネ
ッ
ト

上
の

｢辞
書
的
な
も
の
｣
に
よ
っ
て
､
｢正
し
さ
｣
が
安
易
に
求
め

ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
､
身
体
性
に
刷
り
込
ま
れ
'
規
範
だ
け
が
強

化
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
が
C

安
田

｢辞
書
｣
に
よ
る
規
範
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
微
妙
な

萱
1Hに
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
へ
紙
媒
体
で

｢辞
書
を
引
く
｣
と
い

う
こ
と
は
､
そ
れ
な
り
の
作
業
と
し
て
'
時
間
も
か
か
り
ま
す
L
t

そ
の
内
容
を
一
応
読
む
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
｡
し
か
し
､
電

子
媒
体
の
場
合
は
､
そ
の
瞬
間
に
出
て
き
た
も
の
を
'
一
瞬
の
う
ち

に
判
断
す
る
程
度
の
行
為
と
な
る
傾
向
が
強
い
で
す
か
ら
､
多
分
'

頭
に
そ
の
内
容
が
残
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

統
治
原
理
と
し
て
の
｢国
語
｣

-

｢い
つ
で
も
引
け
る
と
い
う
こ
と
は
'
引
か
な
い
こ
と
と
同

義
｣
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

安
田

｢辞
書
的
な
も
の
｣
が

｢辞
書
｣
の
権
威
性
を
相
対
化
す

る
か
と
い
う
と
､
そ
う
で
は
な
く
'
日
常
生
活
に
規
範
が
入
り
込
み
､

そ
れ
以
外
の
選
択
肢
を
寧
っ
可
能
性
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
｡
そ
し
て
､
そ
の
規
範
と
い
う
も
の
は
非
常
に
厄
介
な
も

の
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

｢国
芦

と
は
つ
く
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
証
を
'

私
は
続
け
て
い
ま
す
が
小
そ
の
つ
く
ら
れ
た

｢国
語
｣
が
好
き
な
人

た
ち
も
い
ま
す
｡
規
範
に
縛
ら
れ
て
い
た
い
と
い
う
欲
望
を
持
つ
人

た
ち
は
多
く
い
て
､
そ
れ
は
､
｢国
を
愛
し
て
何
が
悪
い
ん
巷

と

い
っ
た
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
り
､
規
範
の
中
に
入
.つ
て
し
ま

え
ば
'
居
心
地
の
よ
い
世
界
な
の
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
そ
れ
は
'
規

範
の
外
に
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
多
く
の
こ
と
に
つ
い
て
無
息

見な
と

こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
.
｢国
語
｣
が
好
き
な
人
が
い
て
も
構

わ
な
い
で
す
が
､
何
か
を
踏
み
つ
け
た
上
で
､
自
分
が
楽
し
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
じ
て
欲
し
い
の
で
す
｡
た
だ
そ
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
も
'
私
も
大
学
の
教
師
で
す
か
ら
､
何
か
を
踏
み
つ
け
た
上

で
こ
こ
に
い
る
わ
け
で
'
そ
の
辺
に
つ
い
て
は
憤
悔
た
る
も
の
が
あ

り
ま
す
｡

ま
た
'
文
化
審
議
会
の
国
語
分
科
会
が
二
年
は
ど
前
に
､
｢こ
れ

か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
国
語
力
に
つ
い
て
｣
と
い
う
答
申
を
出

し
ま
し
た
｡
彼
ら
の
考
え
る

｢国
語
｣
と
い
う
も
の
は
､
文
化
･
伝

統
を
受
け
継
ぐ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
'
日
本
の
歴
史
の
絶
対
化
や

郷
土
愛
や
祖
国
愛
と
い
っ
た
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
､
驚
く
よ

う
な
内
容
で
す
.
個
人
が
そ
う
思
う
の
は
自
由
で
す
が
､
1
方
で
'

今
の
日
本
社
会
は
'
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
住

ん
で
い
ま
す
.
｢国
芦

と
は
無
縁
の
人
た
ち
を
含
め
た
形
で
､
今

後
の
日
本
の
社
会
と
い
つ̂
も
の
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
､
｢国
語
｣
に
伝
統
的
な
l
体
性
の
よ
う
な
も
の
を
強
調
し
て

い
こ
う
と
す
る
｡
外
国
の
人
た
ち
も
か
な
り
多
く
居
住
し
て
'
社
会

の
多
言
語
化
が
進
ん
で
き
て
い
る
現
状
へ
の
反
動
か
ら
'
統
治
の
手

顔
-

統
治
原
理
と
し
て
の

｢国
語
｣
と
い
う
考
え
方
が
強
ま
っ
て

い
る
気
が
す
る
の
で
す
｡
つ
ま
り
そ
れ
は
'
明
治
期
の
国
民
国
家
を

つ
く
る
と
き
に
'
｢国
語
｣
を
強
く
求
め
て
れ
っ
だ
こ
と
と
同
じ
よ

う
な
こ
と
が
'
今
ま
た
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
'
そ
ん

な
流
れ
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
進
ん
で
'
轟

化
が
か
な
り
強

ま
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
｡

文
化
等
議
会
の
答
申
も
そ
う
で
す
し
､
学
校
教
育
に
お
い
て
も
､

文
語
を
暗
唱
さ
せ
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
が
'ど
う
に
も
解
せ
な
い
｡

｢古
典
を
暗
唱
し
ま
し
ょ
う
｣
と
い
う
よ
う
な

｢国
語
｣
好
き
が
い

て
も
い
い
の
で
す
が
'
そ
れ
が
全
体
に
及
ぶ
よ
う
な
状
況
に
は
違
和

感
が
あ
り
ま
す
｡

.し

日
本
人
で
あ
れ
ば
'
日
本
語
が
話
せ
る
'
虐
産

が
わ
か
る
と

い
っ
た
言
い
方
は
二

見
疑
い
よ
う
の
な
い
話
に
聞
こ
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
､
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
｡
同
じ
日
本
人
と
い
っ
て

も
､
背
景
の
異
な
る
人
た
ち
が
い
て
､
日
本
語
が
話
せ
な
い
人
も
い

～

る
の
で
す
｡
逆
に
'
日
本
語
が
話
せ
れ
ば
'
日
本
人
か
と
い
え
ば
'

そ
う
で
も
な
い
わ
け
で
す
ね
o
で
す
か
ら
､
阜
つ
い
っ
た
排
除
の
論

理
-

日
本
人
な
ら
こ
れ
が
わ
か
る
だ
ろ
う
'
と
れ
が
わ
か
ら
な
け

れ
ば
日
本
人
で
は
な
い
t
と
い
っ
た
形
で
の
排
除
砂
論
理
の
存
在
が

強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
象
徴
が
､
こ
の
答
申
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
O

そ
の
話
と
､
か
つ
て
規
範
と
し
て
君
臨
し
て
い
た

｢辞
声

の
あ

り
方
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
-

規
範
が
解
体
さ
れ
て
い
る
と
い
う

形
で
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
く
'
先
は
ど
の
携
帯
電
話
の
話

の
よ
う
に
､
身
近
に
見
え
な
い
形
で
入
り
込
ん
で
き
て
い
る
よ
う
な

気
が
し
て
い
て
､
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
'
今
1
歩
立
ち
止
ま
っ

て
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
｡

よ
く
よ
く
考
え
る
と

｢辞
書
｣
を
引
か
な
く
て
も
'
生
き
て
い
く

こ
と
は
出
来
る
ん
で
す
｡
｢辞
書
｣
が
な
く
と
も
'
人
は
立
派
に
生

き
て
い
け
る

(笑
)0

｢辞
書
｣
と
い
う
も
の
に
'
過
剰
な
権
威
を
与
え
て
き
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
｡
し
か
し
そ
れ
は

｢辞
書
｣
そ
の
も
の
の
せ
い
で
は
な
い

の
で
す
0
本
の
中
で
も
最
初
に
N
H
E
の

｢プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ⅹ
｣
の

例
を
挙
げ
ま
し
た
が
､
｢辞
香
の
物
声
､
つ
ま
り

｢辞
書
｣
に
ま
つ

わ
る
物
語
-

1
生
か
け
て

｢辞
季
｣
を
編
纂
し
た
と
い
っ
た

｢辞

書
｣
編
纂
作
業
の
物
語
化
と
権
威
化
-

そ
の
中
で
'
過
度
な
虚
像

が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
を
'
ま
た
そ
の
構
造
を
よ

く
知
る
べ
き
で
し
ょ
う
O
そ
こ
で
考
え
て
み
れ
ば
'
な
ん
で
そ
ん
な

に
｢辞
書
｣が
偉
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
行
き
着
く
は
ず
な
の
で
す
C

そ
し
て
そ
の
問
い
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
'
｢辞

書
を
引
く
｣
と
い
う
行
為
に
も
'
ま
た
違
っ
た
意
味
を
見
出
す
こ
と

が
可
能
に
な
る
｡
そ
の
と
き
こ
そ
､
｢辞
書
｣
を
引
い
て
も
構
わ
な

い
と
患
っ
て
い
ま
す
｡

(了
)
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