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言
靈

こ
と
だ
ま―

―
―

愛
甲
先
生
の
御
靈

み

た

ま

に
捧
げ
奉
る 

高
田 

友 
 

愛
甲
次
郞
先
生
儀
、
已
而

す
で
に
し
て

十
月
十
五
日
に
逝
去
せ
ら
れ
て
あ
り
し
旨
、
漸

や
う
や

く
知
る
所
と
相
成
候

あ
ひ
な
り
そ
ろ

て
、
爭 や

は

か

痛
哭
措 お

く
所
可
有
之
候
矣

こ
れ
あ
る
べ
く
そ
ろ
や

。 

先
生
に
懇
切
な
る
御
指
導
を
賜
る
や
屢し

ば

〻
に
し
て
、
茲
許

こ
こ
も
と

、
我
が
師
と
仰
ぎ
て
尊
崇
し
、
恩
愛
顧
み
て
落

淚
す
る
の
儀
、
筆
舌
以
て
不
可
盡
候

つ
く
す
べ
か
ら
ず
そ
ろ

。 

御
著
書
「
候
文
の
手
引
き
」
は
我
が
愛
讀
書
の
第
一
に
候
て
、
本
書
に
接
し
た
る
を
奇
貨
と
し
て
、
候
文

に
親
し
む
の
道
を
見
出
し
て
候
ふ
は
早は

や

旬
じ
ゆ
ん

年ね
ん

の
往
時

い

ん

じ

に
御
座
候
歟

ご

ざ

そ

ろ

か

。 

數
年
を
遡
る
の
程
に
候
共

さ
う
ら
へ
ど
も

、
一
日
櫻
新
町
の
會
合
の
後
、
全
員
レ
ス
ト
ラ
ン
に
て
會
食
致
し
候
折
柄

を
り
か
ら

、

偶た
ま

〻
先
生
と
某

そ
れ
が
し

と
先せ

ん

に
着

ち
や
く

し
、
餘よ

の
會
員
を
待
つ
の
間
、
親
し
く
謦
咳

け
い
が
い

に
接
し
奉
る
の
こ
と
あ
り
き
。 

先
生
近
年
本
朝
の
政
治
・
社
會
の
倫
理
喪
失
せ
る
を
嘆
き
給
ひ
、
怎い

か

ん
が
有
德

う
と
く

の
國
柄
を
恢 か

い

弘
く
わ
う

せ
む
と
我

が
私
見
を
覓も

と

め
給
ひ
て
候
。 

一
昨
年
正
月
、
會
報
十
七
號
の
編
輯

へ
ん
し
ふ

に
方あ

た

り
、
照
合
の
要
あ
り
て
電
話
を
差
し
上
げ
た
る
の
砌
、
小 こ

半
時

は
ん
と
き

に
亘
り
て
親
し
く
相
語
ら
ふ
の
機
會
を
得
た
る
は
光
榮
の
至
り
に
存
じ
候
所
、
先
生
仰
せ
あ
り
て
、

「
其
許

そ
こ
も
と

、
盍な

ん

ぞ
文
語
文
法
の
論
文
を
纏ま

と

め
ざ
る
」
と
御
勸
誘
有
之
候
。 

こ
れ
に
よ
り
て
某

そ
れ
が
し

、
會
報
十
八
號
に
「
言
靈

こ
と
だ
ま

」
と
題
し
て
、
拙
劣
な
る
文
語
文
法
論
を
寄
稿
致
し
候
。 

今
、「
言
靈
」
の
續
篇
と
し
て
、「
助
詞
『
や
』」
の
働
き
に
就
き
、
馱
文
を
列
ね
て
候
へ
ば
、
メ
ル
マ
ガ

に
揭
載
致
さ
む
と
す
。
恥
づ
ら
く
は
、
些
か
冗
⾧
に
過
ぎ
た
れ
ば
、
兩
囘
に
分
割
し
て
連
載
と
致
し
候

儀
、
各
位
嗤
笑

し

せ

う

し
た
ま
へ
か
し
。 

倨
傲

き
よ
が
う

の
罪
怕お

そ

る
べ
き
は
恬 て

ん

然 ぜ
ん

た
る
を
得
ず
と
雖
も
、
冀

こ
ひ
ね
が

は
く
は
在
天
の
先
生
、
迢 は

る

か
に
下
人
寰

し
も
じ
ん
く
わ
ん

を
俯 み

瞰 そ
な
は

し
て
斧
正

ふ
せ
い

を
下
し
給
は
む
こ
と
を
。 

  
 

 
 

 

令
和
五
年
十
二
月 

  

「
や
」
の
諸
樣
相
(
第
一
囘
) 

  

助
詞
「
や
」
は
、
文
語
の
凡 あ

ら

ゆ
る
單
語
の
中 う

ち

に
て
、
蓋 け

だ

し
其
の
樣
相
多
樣
な
る
こ
と
、
之
に
過
ぐ
る
は

な
か
る
べ
し
。
英
語
のas

を
聯
想
せ
し
む
る
樣
々
な
る
タ
イ
プ
あ
り
、
解
釋
せ
む
に
も
迷 ま

ど

ふ
所
尠 す

く

な
か
ら

ず
。 
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(
一
) 

 

ま
づ
は
、
疑
問
文
を
作
る
「
や
」
を
、
相 あ

ひ

通
ず
る
「
か
」
と
關
聯
せ
し
め
て
說
か
む
と
す
。 

 

疑
問
文
を
作
る
「
や
」
に
は
終
助
詞
お
よ
び
係
助
詞
あ
り
。 

 

疑
問
の
終
助
詞
「
や
」
は
、「
か
」
と
並
列
せ
ら
る
る
所
な
れ
ど
、「
や
」
は
終
止
形
に
付
き
、「
か
」

は
連
體
形
に
付
く
。 

 

口
語
の
「
落
ち
る
」(
上
一
段
活
用
)
は
、
文
語
に
て
は
「
落
つ
」。
上
二
段
活
用
な
れ
ば
、
終
止
形
は

「
お
つ
」、
連
體
形
は
「
お
つ
る
」。
口
語
に
て
「
花
が
落
ち
る
か
」
と
訊
く
は
、
文
語
に
て
は
「
花
落
つ

や
」
ま
た
は
「
花
落
つ
る
か
」
と
言
ふ
。 

而
し
て
、
一
方
に
係
助
詞
の
「
や
」
と
「
か
」
あ
り
。 

 

係
助
詞
の
「
や
」
を
用
ゐ
れ
ば
、「
花
や
落
つ
る
」
な
り
。「
や
」
の
先
に
存
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
文
末
に

係
り
結
び
生
じ
、
連
體
形
を
取
り
て
「
落
つ
る
」
と
な
る
。 

 

係
助
詞
の
「
か
」
を
使
へ
ば
、「
花
か
落
つ
る
」
と
な
る
べ
け
れ
ど
、
こ
の
形
は
頻
用
せ
ら
れ
ず
。
係

助
詞
の
「
か
」
は
「
誰 た

れ

か
あ
る
」
の
如
く
(
後
述
)、
疑
問
詞
の
後
に
付
く
を
專 も

は

ら
と
す
。 

 

今
述
べ
た
る
《
疑
問
詞
》
な
る
用
語
も
些
か
訝
し
き
所
な
る
が
、
今
假 か

り

に
之
を
用
ゐ
な
む
。 

 

英
語
に
て
はw

ho

は
《
疑
問
代
名
詞
》、w

hy

は
《
疑
問
副
詞
》
な
り
。
倂
せ
て
《
疑
問
詞
》
と
謂

ふ
。
こ
れ
に
倣
ひ
て
、「
誰
」
を
疑
問
代
名
詞
、「
い
づ
こ
」
を
疑
問
副
詞
と
稱
ふ
る
も
可
な
ら
む
。 

 

係
助
詞
「
か
」
は
「
誰
か
あ
る
」「
い
づ
く
に
か
行
か
せ
た
ま
ふ
」
抔 な

ど

、
疑
問
詞
に
後
置
す
る
が
常
な

り
。 

 

「
羅
蕾
萊
(
ロ
ổ
レ
ラ
イ
)」
冒
頭
の
歌
詞
は
「
な
じ
か
は
知
ら
ね
ど
」。 

「
な
じ
」
は
「
な
ぜ
・
な
ど(w

hy)

」
の
變
形
。
而
し
て
之
に
係
助
詞
「
か
」
の
付
き
た
る
な
り
。「
な
ぜ

か
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
の
意
。 

留
意
す
べ
き
は
、「
な
じ
か
は
知
ら
ね
ど
心
侘
び
て
、
昔
の
傳
へ
は
そ
ぞ
ろ
身
に
染 し

む
」
と
續
け
ど

も
、「
か
」
な
る
係
助
詞
あ
り
と
い
ふ
に
、
連
體
形
「
染
む
る
」
に
て
結
ば
で
、「
染
む
」
な
る
終
止
形
に

て
文
の
終
る
所
な
り
。 

 

さ
は
、
隱
れ
た
る
言
の
葉
あ
れ
ば
な
り
。「
な
じ
か
は
か
く
あ
る
、
知
ら
ね
ど
も
」
と
言
ふ
べ
し
。
隱

れ
た
る
「
か
く
あ
る
」
の
「
あ
る
」、
卽
ち
連
體
形
に
て
、
こ
れ
に
て
ぞ
結
べ
る
。「
身
に
染
む
」
は
「
な

じ
か
は
」
と
は
懸
隔
し
て
、
こ
れ
に
呼
應
す
る
を
得
ず
。
か
く
係
助
詞
あ
り
て
、
結
び
の
失
は
れ
た
る
形

を
「
係
り
結
び
流
れ
た
り
」
と
言
ふ
。 

 

こ
の
一
節
は
「
何
ゆ
ゑ
か
く
あ
る
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
心
寂
し
く
覺
ゆ
。
昔
の
傳
へ
(
ロ
ổ
レ
ラ
イ
の

傳
說
)、
は
か
ら
ず
も
身
に
し
み
て
悲
し
」
と
は
言
へ
る
な
り
。 
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こ
れ
に
對
し
て
、
疑
問
代
名
詞
、
疑
問
副
詞
の
後
に
「
か
」
な
ら
で
「
や
」
を
付
け
て
、「
誰
や
あ

る
」「
な
じ
や
は
知
ら
ね
ど
」
と
す
る
は
、
過
て
り
と
斷
言
す
る
は
憚
り
あ
れ
ど
、
少
な
く
と
も
現
代
人

の
文
語
作
文
に
は
避
く
べ
し
と
こ
そ
は
思
ほ
ゆ
れ
。 

 

却 か
へ

り
て
、
疑
問
詞
な
ら
ざ
る
名
詞
・
代
名
詞
・
副
詞
に
係
助
詞
「
か
」
を
付
け
て
、「
△
花
か
落
つ

る
」
と
い
ふ
も
好
ま
し
か
ら
ず
。「
花
や
落
つ
る
」
の
方
優
れ
た
り
と
い
ふ
べ
し
。 

(
二
) 

 

「
や
」
を
用
ゐ
れ
ば
、「
花
や
落
つ
る
」
と
い
ひ
、
或
い
は
「
花
落
つ
や
」
と
い
ふ
。
い
づ
れ
も
可
な

り
。 

 

そ
れ
が
し
の
私
見
な
れ
ど
、「
花
や
落
つ
る
」
の
形
こ
そ
上
代
本
朝
の
言
ひ
樣 や

う

な
ら
め
。「
花
落
つ
や
」

は
、
漢
文
の
語
法
を
眞
似
て
、
後
世
発
達
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
。 

 

漢
文
に
て
は
、
疑
問
詞
な
き
疑
問
文
(
一
般
疑
問
文
)
の
場
合
、
文
末
に
、「
耶
・
矣
」
な
ど
を
付

す
。
現
代
中
國
語
に
て
は
「
嗎
・
吗
」(m

a)

を
以
て
替
ふ
。Y

ou love m
e.

は
「
你
愛
我
」
な
れ
ど
、
一

般
疑
問
文D

o you love m
e?

は
「
你
愛
我
嗎
？
」
と
は
言
ふ
。 

 

こ
の
中
國
語
(
漢
文
)
の
語
法
を
習
ひ
た
る
上
代
本
朝
の
人
、
前
方
な
る
「
や
」
を
「
耶
・
矣
」
の
類

な
り
と
察
し
て
、
文
末
に
移
し
た
る
に
非
ず
や
と
は
我
が
愚
考
す
る
所
な
り
。 

 

「
や
」
前
方
に
あ
る
時
は
係
り
結
び
を
生
ず
と
の
複
雜
な
る
文
法
體
系
の
構
築
せ
ら
れ
た
る
を
見
て

も
、「
花
や
落
つ
る
」
の
方
、
古
き
形
な
り
と
ぞ
察
せ
ら
る
る
。 

 

而
し
て
、
今
一
つ
。
こ
れ
も
我
が
獨
斷
・
偏
見
な
る
べ
け
れ
ど
、
日
本
語
本
來
の
語
法
と
中
國
語
(
漢

文
)
由
來
の
表
現
と
は
、
さ
ら
に
分
化
し
て
、
若
干
の
齟
齬
出
來

し
ỷ
ỵ
た
い

し
た
り
と
思
は
る
。 

 
(

Ａ)

「
花
や
落
つ
る
」
は
口
語
「
花
は
落
ち
る
か
」
に
近
く
、(

Ｂ)

「
花
落
つ
や
」
は
「
花
が
落
ち
る

か
」
に
對
應
す
る
に
非
ず
や
と
は
察
せ
ら
る
。 

  (

Ａ)

は
「
舊
情
報
の
花
」
に
し
て
、「
ほ
ら
、
お
前
の
知
ỵ
て
い
る
あ
の
花
は
落
ち
る
(
落
ち
た
)
の

か
」
と
言
ひ
た
る
に
あ
ら
ず
や
。(

Ｂ)

は
、
ポ
ト
ỿ
と
い
ふ
音
を
聞
き
て
「
花
が
(
花
で
も
)
落
ち
た
の

か
な
」
と
「
新
情
報
の
花
」
の
儀
な
る
べ
し
。 

 

「
林
檎

り
ん
ご

を
食
べ
る
か
」
と
訊
く
と
き
は
、「
林
檎
や
食
ふ
」「
林
檎
食
ふ
や
」「
△
林
檎
か
食
ふ
」「
林
檎

食
ふ
か
」
抔 な

ど

と
い
ふ
を
得
む
。(「
食
ふ
」
は
終
止
形
も
連
體
形
も
「
食
ふ
」) 

(
三
) 

 

疑
問
の
形
の
文
そ
の
ま
ま
《
反
語
》
を
表
す
も
あ
り
。 

 

母
、
子
に
向
ひ
て
「
な
ん
で
勉
強
し
な
い
の
」
と
言
ふ
は
理
由
を
訊
く
に
は
あ
ら
ず
し
て
、「
勉
強
し

な
さ
い
」
と
命
ず
る
な
り
。
英
語
に
て
もW

h
y
 d

o
n

�t y
o
u
 s

tu
d
y
?

ữW
hy not study?

は
、
左
樣
な

る
意
。
か
か
ら
む
を
し
も
《
反
語
》
と
は
言
ふ
。
肯
定
の
疑
問
文
そ
の
ま
ま
否
定
を
表
し
、
否
定
の
疑
問
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文
、
肯
定
を
表
す
な
り
。「
な
ん
で
勉
強
し
な
い
の
」
は
否
定
の
疑
問
文
。
こ
れ
を
「
勉
強
し
な
さ
い
」

な
る
肯
定
の
命
令
文
と
し
て
用
ゐ
て
あ
り
。 

文
語
に
譯
せ
ば
、「
何 な

ん

ぞ
學
ば
ざ
る
」。「
何
」
な
る
疑
問
詞
に
「
ぞ
」
の
付
け
る
。「
何
か
」「
何
か

は
」
と
言
ひ
換
ふ
る
を
得
。
さ
れ
ど
、「
何
や
」
は
避
く
る
方 か

た

よ
か
ら
む
。
す
で
に
述
べ
た
る
如
く
、
疑

問
詞
に
「
や
」
の
後
置
す
る
は
好
ま
し
か
ら
ざ
る
に
由
る
。 

さ
ら
に
、「
ぞ
」
な
る
係
助
詞
あ
る
に
よ
り
て
、
文
末
は
「
せ
ず
」
な
ら
で
連
體
形
「
せ
ざ
る
」
に
て

終
る
。
疑
問
詞
の
後
續
す
る
「
か
」
の
「
や
」
に
代
は
る
は
稀
な
れ
ど
、「
ぞ
」
に
代
は
る
は
屢
〻
見
ら

る
る
所
な
り
。 

 

「
誰 た

れ

か
故
鄕
を
思
は
ざ
る
」
と
歌
へ
り
。「
誰
が
故
鄕
を
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
な
る
否
定
の
疑
問

文
轉
じ
て
「
誰
も
が
み
ん
な
故
鄕
の
こ
と
を
思
う
も
の
だ
」
と
肯
定
の
意
を
持
つ
に
至
る
。 

 

相 あ
ひ

反
し
て
「
誰
か
知
ら
む
」
と
言
へ
ば
、「
誰
が
知
ỵ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
な
る
肯
定
の
疑
問
文

轉
じ
て
「
誰
も
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
て
ふ
否
定
に
變
じ
た
り
。 

 

か
か
る
語
法
を
《
反
語
》
と
言
ふ
。 

總
じ
て
、「
疑
問
の
場
合
は
『
か
』、
反
語
の
場
合
は
『
や
』
を
付
く
る
の
段
多
し
」
と
文
法
書
に
あ

り
。
し
か
れ
ど
も
、「
段
多
し
」
と
言
へ
る
の
み
に
し
て
、
例
外
多
け
れ
ば
、
こ
の
定
義
に
さ
ほ
ど
の
信

を
置
く
べ
か
ら
ず
。 

(
四
) 

 

聖
書
に
、
基
督

キ
リ
ス
ト

の
奇
蹟
の
話
を
聞
き
た
る
信
仰
淺
き
弟
子
、「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
の
あ

る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
あ
り
。
文
語
聖
書
に
て
は
、
こ
の
セ
リ
フ
は
「
い
か
で
か
か
る

こ
と
ど
も
の
あ
り
得 う

べ
き
」
と
譯
し
た
り
。 

 

「
い
か
で
」
は
「
ど
う
し
て
・
ど
の
よ
う
に
し
て
」。
英
語
な
り
せ
ばhow

な
ら
ま
し
。 

「
い
か
で
」
卽
ち
、
疑
問
副
詞
な
り
。 

 

文
末
は
終
止
形
の
「
べ
し
」
な
ら
で
、
連
體
形
の
「
べ
き
」
を
用
ゐ
る
。
古
文
敎
師
の
中
に
は
、「
疑

問
文
だ
か
ら
連
體
形
に
な
る
」
と
敎
ふ
る
方
々
あ
り
。
さ
は
、
過
ち
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、
少
し
く
說
明

を
加
ふ
れ
ば
、
疑
問
詞
疑
問
文
に
は
、「
か
」
の
隱
れ
た
る
こ
と
多
し
と
敎
ふ
べ
し
。
こ
こ
に
て
は
、「
い

か
で
」
は
「
い
か
で
か
」
と
同
じ
。「
か
」
の
「
省
略
さ
れ
て
い
る
」
と
は
言
は
ず
と
も
、「
隱
れ
て
い

る
」
と
い
ふ
は
可
な
ら
む
。「
い
か
で
か
、
か
か
る
こ
と
の
あ
り
う
べ
き
」
と
「
か
」
を
三
つ
並
ぶ
る
も

同
じ
と
言
へ
ば
理
解
に
寄
與
す
べ
け
む
。 

(
五
) 
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こ
の
「
い
か
で
・
い
か
で
か
」
は
、
口
語
な
れ
ば
「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
」
と
い
ふ
ほ
ど
の
義
。
英
語

を
用
ゐ
れ
ば
、H

ow
 can it be that SV

?

と
す
べ
き
か
。 

抑 そ
も

〻
、
口
語
に
て
も
「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
の
あ
る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
ふ
に
、

「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
」
は
こ
れ
な
く
と
も
自
づ
か
ら
意
通
ず
。
然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
省
略
し
て
、「
そ
ん
な
こ
と

の
あ
る
は
ず
が
あ
ろ
う
か
」
と
言
ふ
も
よ
か
ら
む
。 

 

文
語
の
「
い
か
で
(
か
)」
に
て
も
、
こ
れ
を
省
略
し
て
、「
か
か
る
こ
と
ど
も
の
あ
り
う
べ
き
」
と
の

み
言
ふ
を
得
べ
し
。 

 

換
言
す
れ
ば
、
疑
問
詞
な
き
疑
問
文
(
一
般
疑
問
文
)
に
て
も
、
反
語
を
作
る
を
得
。
而
し
て
、
こ
れ

ま
た
連
體
形
に
て
終
る
も
の
あ
る
は
、「
か
」「
や
」
な
ど
の
隱
れ
て
あ
れ
ば
な
り
。 

 

漢
文
に
「
豈 あ

に

」
な
る
疑
問
副
詞
あ
り
。「
豈
圖 は

か

ら
む
や
」
と
い
へ
ば
、「
そ
ん
な
こ
と
を
ど
う
し
て
豫
想

し
た
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
豫
想
な
ん
ぞ
し
な
か
ỵ
た
」
と
反
語
を
作
る
。 

 

「
豈
」
も
「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
」
と
譯
す
を
得
る
も
、
こ
れ
ま
た
反
芻
し
て
攷

か
ん
が

ふ
れ
ば
、「
圖
ら
む

や
」
と
の
み
言
ふ
と
も
よ
く
解
す
る
を
得
べ
し
。
前
述
の
「
い
か
で
(
か
)」
と
同
樣
に
省
略
可
能
な

り
。 

 

因
み
に
、「
あ
に
」
は
「
な
に
」
の
變
形
な
り
と
の
由
。
宜 む

べ

な
る
か
な
、「
な
に
圖
ら
む
や
」
と
言
ふ
と

も
、「
な
に
」
は
「
い
ỵ
た
い
ど
う
し
て
」
の
意
な
り
と
解
釋
す
る
を
得
む
。 

 

「
豈 あ

に
圖
ら
む
や
」
と
「
に
」
を
加
へ
て
書
く
の
儀
多
か
れ
ど
、
そ
の
起
源
、「
何
」
と
同
じ
な
れ

ば
、「
に
」
は
不
要
と
い
ふ
べ
し
。「
豈 あ

に

圖
ら
む
や
」
と
す
べ
し
と
の
義
な
り
。 

漢
文
・
文
語
の
文
を
讀
み
て
、「
豈
」
の
難
解
な
れ
ば
、「
豈
」
は
な
き
も
の
と
思
ひ
て
解
釋
す
れ
ば
理

の
通
る
こ
と
多
し
。 

(
六
) 

 

「
忘
れ
め
や
葵
を
草
に
引
き
結
び
假
寢

か
り
ね

の
野
邊

の

べ

の
露
の
あ
け
ぼ
の
」
は
式
子
內
親
王
の
御
歌
。「
忘
れ

め
や
」
は
「
忘
れ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
」
な
る
反
語
な
り
。 

 

「
言
は
め
や
も
」「
思
は
め
や
」
も
「
言
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
言
わ
な
い
」「
思
う
だ
ろ
う
か
、
い
や
思

わ
な
い
」
な
る
反
語
な
り
。 

 

こ
の
「
め
や
」
は
萬
葉
文
法
の
名
殘
に
し
て
、
平
安
以
降
に
て
は
「
や
」
は
終
止
形
に
付
く
に
由
り

て
、「
む
や
」
と
な
る
べ
き
所
な
れ
ど
、
萬
葉
に
て
は
「
む
」
の
已
然
形
「
め
」
に
付
き
て
、「
め
や
」
と

な
る
こ
と
多
し
。「
め
や
」
の
形
に
な
り
た
る
時
は
、
通
常
の
疑
問
文
な
ら
で
、
必
ず
反
語
の
意
に
な
る

と
は
知
る
べ
し
。 
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萬
葉
集
・
山
上
憶
良
に
、「
銀

し
ろ
が
ね

も
金

く
が
ね

も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
寶

た
か
ら

子 こ

に
し
か
め
や
も
」
と
あ
り
。

「
如 し

く
」
は
「
匹
敵
す
る
」。 

 

「
寶
物
と
し
て
子
供
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
卽
ち
、「
子
供
が
何
よ
り
も
大
切
だ
」

と
は
言
へ
り
。
平
安
以
後
な
れ
ば
、「
し
か
む
や
(
も
)」
と
な
る
所
な
れ
ど
、
萬
葉
文
法
に
て
は
、「
む

や
」
を
「
め
や
」
と
は
言
ふ
。 

 

式
子
內
親
王
「
忘
れ
め
や
」
の
歌
は
平
安
末
期
よ
り
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
歌
な
れ
ど
、
か
か
る
常
套

句
の
場
合
は
、
か
か
る
時
世
に
な
り
て
も
、
就
中

な
か
ん
づ
く

和
歌
に
於
て
は
、
一
部
萬
葉
文
法
の
殘
存
し
て
あ
り

き
。 

(
七
) 

 

但 た
だ

、
こ
の
《
已
然
形
＋
『
や
』》
の
形
は
、
今
一
つ
の
型
あ
り
。 

 

「
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
櫻
か
ざ
し
て
今
日
も
暮
し
つ
」
は
、
萬
葉
・
山
部
赤
人
の

歌
。「
お
役
人
は
暇
だ
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、
今
日
も
櫻
の
花
を
髮
に
挿
し
て
遊
び
暮
し
て
い
る
」
と
の

皮
肉
な
る
歌
な
り
。
尤
も
、
さ
や
う
な
る
階
級
史
觀
に
訴
へ
ず
と
も
、
單
に
「
お
役
人
は
今
日
は
仕
事
が

暇
な
の
だ
ろ
う
か
」
な
る
輕
き
に
解
し
て
も
異 い

な
る
の
儀
は
な
か
る
べ
し
。
と
は
い
へ
、「
今
日
も
」
と

「
も
」
の
あ
る
を
見
れ
ば
、
畢
竟
皮
肉
な
ら
む
か
。 

 

「
い
と
ま
あ
れ
や
」
は
、「
や
」
を
「
ば
」
に
替
へ
て
「
い
と
ま
あ
れ
ば
」
と
す
れ
ば
、「
暇
が
あ
る
の

で
」
の
意
味
な
り
。
而
し
て
「
ば
」
に
「
や
」
の
入
れ
替
は
れ
る
な
り
。「
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
」

と
い
ひ
て
、
い
は
ば
理
由
を
疑
問
に
し
た
る
形
と
い
ふ
べ
し
。「
あ
れ
ば
や
」
と
「
ば
」「
や
」
の
雙
方
を

用
ゐ
む
と
も
同
じ
意
味
な
り
と
申
さ
む
か
。 

 

こ
の
タ
イ
プ
に
て
は
、
前
述
の
「
め
や
」
と
は
違 た

が

ひ
て
、《
已
然
形
＋
『
や
』》
の
「
や
」
を
「
か
」
に

す
る
も
差
し
支
へ
な
し
。 

 

「
芦
邊

あ
し
べ

よ
り
滿
ち
來
る
潮
の
い
や
ま
し
に
思
へ
か
君
が
忘
れ
か
ね
つ
る
」(
山
口
女
王
)
も
萬
葉
に

て
、「
滿
ち
て
來
る
潮
が
だ
ん
だ
ん
と
増
し
て
く
る
よ
う
に
思
い
が
募
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
あ
な
た
の
こ

と
を
ど
う
し
て
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
。「
思
へ
か
」
は
「
思
へ
や
」
と
同
斷
、「
思
う
か
ら

だ
ろ
う
か
」
の
意
な
り
。 

 

こ
こ
に
て
も
、
前
に
「
か
」
の
存
す
る
に
よ
り
て
、
文
末
は
「
か
ね
つ
」
な
ら
で
、
連
體
形
の
「
か
ね

つ
る
」
を
選
び
た
り
。 

(
八
) 

 

「
そ
の
言
う
こ
と
は
よ
い
(
よ
い
こ
と
を
言
う
も
の
だ
)」
と
い
は
む
時
に
、「
そ
の
言 げ

ん

や
よ
し
」
と
い

う
言
ふ
成
句
あ
り
。
前
に
「
や
」
の
あ
る
に
、
何
條

な
ん
で
ふ

文
末
の
連
體
形
「
よ
き
」
に
な
ら
ざ
る
。 

新
古
今
・
家
隆
の
歌
に
「
鳰 に

ほ

の
海
や
月
の
光
の
移
ろ
へ
ば
波
の
花
に
も
月
は
見
え
け
り
」
と
あ
り
。 
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第
一
句
末
に
「
や
」
を
置
く
。
文
末
は
連
體
形
の
「
け
る
」
に
な
ら
む
と
思
は
る
る
に
、
終
止
形
の

「
け
り
」
に
て
終
れ
り
。 

 

思
ひ
き
や
、
こ
の
「
や
」、
係
助
詞
に
は
あ
ら
で
、《
間
投
助
詞
》
な
り
と
は
。
辭
書
に
は
「
感
動
を
表

す
」
な
ど
と
記
せ
る
も
あ
り
。 

 

ま
た
愚
見
を
申
せ
ば
、《
主
題
提
起
》
の
働
き
を
す
る
が
如
く
に
察
せ
ら
る
。
英
語
のas for, as to

ま

たw
hen it com

es to

な
ど
の
類
に
し
て
、「
Ộ
に
つ
い
て
い
え
ば
」
と
い
ふ
が
直
譯
な
ら
む
か
。「
そ
の

言
や
よ
し
」
と
は
、「
あ
な
た
(
彼
)
の
發
言
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
(
そ
れ
は
い
い
)」
と
ぞ
繫
が
れ

る
。 

 

こ
の
「
や
」
を
俳
句
に
て
は
、《
切
れ
字
》
と
言
ふ
。「
感
動
・
詠
嘆
を
表
す
」
も
し
く
は
、「
強
く
言

い
切
る
」
抔 な

ど

と
も
說
か
る
。 

 

「
奧
の
細
道
」
に
、 

汐 し
ほ

越 ご
し

や
鶴
は
ぎ
ぬ
れ
て
海
涼
し 

な
る
句
あ
り
。
や
は
り
「
涼
し
」
て
ふ
終
止
形
に
て
終
れ
る
な
り
。
こ
れ
を
し
も
切
れ
字
と
い
ふ
。

「
や
」
の
外
に
、「
か
な
」
と
「
け
り
」
も
切
れ
字
と
呼
ば
る
。 

 

不
可
思
議
な
る
か
な
。
俳
句
に
て
は
、
係
り
結
び
の
用
ゐ
ら
る
る
は
極
め
て
稀
な
り
。
特
に
「
奧
の
細

道
」
の
全
六
十
三
句
に
は
、
係
り
結
び
は
悉
皆
存
す
る
こ
と
な
し
。 

 
 

 

名
月
や
北
國

き
た
ぐ
に

日
和

ひ
よ
り

定
め
な
き 

の
み
は
、「
や
」
あ
り
て
、
連
體
形
「
な
き
」
に
て
結
べ
ど
も
、
こ
の
「
や
」
係
助
詞
な
ら
ざ
る
は
、
疑

問
の
意
に
あ
ら
ざ
る
に
よ
り
て
明
ら
か
な
り
。(
係
助
詞
「
や
」「
か
」
は
例
外
な
く
疑
問
反
語
の
意
) 

 

こ
こ
に
て
連
體
形
「
な
き
」
を
使
へ
る
は
、
單
な
る
餘
情
表
現
と
い
ふ
べ
し
。「
な
し
」
に
替
ふ
る
と

も
大
過
な
し
。 

 

ま
た
、「
奧
の
細
道
」
の
俳
句
に
て
は
、
係
り
結
び
は
用
ゐ
ら
れ
ざ
る
も
、
本
文
に
て
は
、「
い
づ
く
の

ほ
ど
に
や
と
思
ひ
し
を
今
日
こ
の
柳
の
下
に
こ
そ
立
ち
寄
り
侍
り
つ
れ
」
抔 な

ど

と
係
り
結
び
の
用
ゐ
ら
る
る

あ
り
。 

  

山
縣
有
朋
の
「
西
鄕
隆
盛
君
の
幕
下
に
啓
す
」
と
い
ふ
書
翰
文
あ
り
。
西
南
戰
爭
に
敗
れ
て
城
山
に
立

て
籠
り
た
る
西
鄕
に
對
し
て
、
か
つ
て
咫
尺

し
せ
き

せ
る
山
縣
の
贈
れ
る
文 ふ

み

な
り
。
山
縣
は
⾧
州
、
西
鄕
は
薩
摩

な
れ
ば
、
微
妙
な
る
間
柄
に
て
は
あ
れ
ど
、
か
つ
て
は
上
司
の
如
く
に
近
侍
し
て
、
山
縣
は
西
鄕
を
尊
崇

す
る
こ
と
甚
だ
し
き
も
の
あ
り
と
傳
へ
ら
る
。
然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

、
切
々
た
る
戀
慕
を
込
め
て
、「
已

や
ん
ぬ

哉
る
か
な

。
君
、

今
や
晩
節
を
汚
さ
ず
し
て
自
裁
す
べ
し
」
と
勸
吿
し
て
あ
り
。
山
縣
は
西
鄕
を
「
君
」
と
呼
ぶ
も
、
親
し
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き
友
人
と
し
て
呼
掛
く
る
に
は
あ
ら
ず
。
か
つ
て
の
「
君
」
な
る
代
名
詞
は
相
當
な
る
敬
意
を
含
み
て
あ

り
き
。 

 

そ
の
中
に
、「
有
朋
が
君
を
知
る
の
深
き
を
以
て
、
又
君
が
爲
悲
し
む
や
切
な
り
」
と
あ
り
。「
君
の
た

め
に
悲
し
む
こ
と
(
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
)
切
實
で
あ
る
」
と
嘆
き
た
る
な
り
。
前
に
「
や
」
の
存
す

る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
文
末
は
「
切
な
る
」
に
は
あ
ら
で
「
切
な
り
」
と
終
る
。
こ
の
「
や
」、
係
助
詞

に
は
あ
ら
で
、《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
間
投
助
詞
な
れ
ば
な
り
。 

 

同
じ
書
翰
中
に
、「
人
情
の
忍
ぶ
可
か
ら
ざ
る
所
を
忍
ぶ
や
、
未
だ
此
戰

こ
の
た
た
か
ひ

よ
り
甚
し
き
は
な
し
」
と
あ

り
。
こ
れ
ま
た
同
斷
、「
人
情
の
耐
え
が
た
い
こ
と
を
耐
え
る
の
は
(
耐
え
る
こ
と
に
つ
い
て
言
う
な
ら

ば
)、
こ
の
戰
爭
よ
り
も
ひ
ど
い
も
の
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
ỵ
た
」
と
の
義
な
り
。「
や
」
あ
り
て
、

「
な
き
」
に
あ
ら
で
「
な
し
」
に
て
終
は
れ
る
を
注
視
せ
ら
る
べ
し
。 

(
本
稿
は
ス
ペ
ổ
ス
足
ら
ざ
る
を
以
て
、
二
囘
に
分
け
て
揭
載
す
) 

(
令
和
五
年
十
二
月
十
五
日
受
附
) 

 


