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言
靈
(
續
)―

―

「
や
」
の
諸
樣
相
(
後
編
) 

高
田 

友 

 

(
九
) 

 

今
一
つ
の
殘
れ
る
は
、「《
係
助
詞
》
の
「
や
」
と
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」
を
如
何
に
し

て
識
別
す
べ
し
や
」
の
疑
問
な
り
。
さ
れ
ど
、
さ
は
難
題
に
は
あ
ら
ず
。
形
を
見
る
に
、
文
末
連
體
形
な

れ
ば
《
係
助
詞
》、
終
止
形
な
れ
ば
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」》
な
り
。
と
は
い
へ
、
さ
は

「
讀
む
際
の
指
標
」
に
は
な
れ
ど
、
文
語
を
書
か
む
と
欲
す
る
の
人
に
は
效
な
か
る
べ
し
。 

  

文
語
作
文
に
際
し
て
、
兩
個
の
「
や
」
を
識
別
せ
む
が
た
め
に
は
、
意
味
を
考
察
す
る
の
要
あ
り
。 

 

學
校
文
法
の
講
義
に
て
行
き
屆
か
ざ
る
の
儀
に
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
あ
り
。
す
な
は
ち
、《
係
助
詞
》
の

「
や
」、
卽
ち
《
係
り
結
び
を
作
る
「
や
」》
は
、「
か
」
と
同
斷
に
て
、
疑
問
文
(
反
語
を
含
む
)
の
場

合
に
あ
ら
で
は
、
使
は
る
る
こ
と
な
し
。
平
敍
文
中
に
紛
れ
や
す
き
「
や
」
あ
れ
ば
、
さ
は
《
切
れ
字

(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」》
な
り
。 

 

分
別
に
苦
し
む
「
や
」
も
あ
り
。「
林
檎
や
食
ふ
」
を
檢 け

み

す
る
も
、「
林
檎
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、

(
私
は
)
食
べ
る
」
の
心
算
に
て
言
ふ
も
あ
り
、
こ
の
場
合
は
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」
な

り
。「
食
ふ
」、
四
段
活
用
の
動
詞
な
れ
ば
、
終
止
形
と
連
體
形
が
「
く
ふ
」
な
る
同
形
な
れ
ば
混
同
の
生

ず
る
な
り
。 

《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」
は
、
現
代
語
(
口
語
)
に
て
は
「
は
」
が
ほ
ぼ
そ
の
働
き
を
擔

ひ
て
あ
れ
ど
、
さ
は
(
十
)
に
て
說
か
む
。 

 

文
脈
を
見
て
判
斷
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
場
合
も
あ
り
と
は
言
へ
る
な
り
。 

  

別
儀
の
動
詞
「
植
う
」
を
見
よ
。
該

こ
れ
が

動
詞
は
「
据
う
」「
飢
う
」
と
同
じ
く
、《
ワ
行
下
二
段
活
用
》
に

し
て
、
終
止
形
は
「
う
う
」、
連
體
形
は
「
う
う
る
」
な
り
。 

 

「
林
檎
や
植
う
る
」
と
言
へ
ば
、「(
お
ま
え
は
)
林
檎
を
植
え
る
か
」
の
意
。
而
し
て
、「
林
檎
や

(
我
)
植
う
」
と
言
へ
ば
「
林
檎
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、(
俺
が
)
植
え
る
」
と
は
言
へ
る
な
り
。 

  

因
み
に
、
本
項
(
九
)
冒
頭
の
「
そ
の
言
や
よ
し
」。 

現
代
中
國
語
に
「
說
的
也
是
」
な
る
熟
語
あ
り
。「
言
う
こ
と
(
說
的
)」
が
「
や
は
り
・
な
お

(
也
)」「
是
(
正
し
い
／
『
是
非
』
の
『
是
』)」
と
い
ふ
理
窟
。「
お
ま
え
の
言
う
こ
と
、
い
い
な
あ
」
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と
謂
ひ
た
る
が
、
こ
の
言
ひ
樣
に
該 あ

た

る
古
代
中
國
語
よ
り
「
そ
の
言
や
よ
し
」
な
る
表
現
の
出
來
し
た
れ

り
と
ぞ
推
察
せ
ら
る
る
。 

 (
十
) 

 

①
「
林
檎
や
植
う
る
」
と
②
「
林
檎
植
う
や
」
は
い
づ
れ
も
疑
問
文
な
り
。(
右
の
「
林
檎
や
植
う
」

と
混
同
な
し
た
ま
ひ
そ
) 

 

今
一
度
文
法
的
を
確
認
す
れ
ば
、
①
に
て
は
係
助
詞
の
「
や
」
は
連
體
形
に
て
結
ぶ
に
據
り
て
、
文
末

は
「
植
う
る
」
と
な
り
、
②
に
て
は
終
助
詞
の
「
や
」
は
終
止
形
に
付
く
な
れ
ば
、
直
前
は
「
植
う
る
」

に
は
あ
ら
で
、「
植
う
」
と
な
る
。 

 

さ
て
、
①
と
②
は
全
き
同
義
か
と
問
は
る
れ
ば
、
些
か
ニ
ἁ
ア
ン
ス
を
異
に
す
と
言
は
ざ
る
べ
け
む

や
。 

(
十
一
) 

 

閑
話

そ
れ
は

休
題

さ
て
お
き

、
驛
の
ト
イ
レ
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
て
感
心
せ
ら
る
る
表
現
を
聞
き
た
り
き
。 

 

「
左
は
女
子
ト
イ
レ
で
す
。
右
が
男
子
ト
イ
レ
で
す
」 

 

こ
の
「
は
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
、
豈
絶
妙
な
ら
ざ
ら
む
や
。 

 

こ
の
セ
リ
フ
の
背
景
に
は
、「
男
は
悉
皆

し
つ
か
い

痴
漢
な
り
」
と
い
ふ
男
性
に
對
す
る
眞
實
を
穿
ち
た
る
性
差

別
思
想
の
命
題
包
含
せ
ら
る
る
あ
り
。
さ
は
さ
な
れ
ど
、
こ
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
文
を
草
案
し
た
る
人
、
洵

に
言
語
感
覺
鋭
き
人
か
な
と
こ
そ
は
慨
嘆
せ
ら
る
れ
。 

 
 

「
は
」
は
、
文
語
な
れ
ば
間
投
助
詞
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の

段
多
し
と
言
ふ
を
得
む
。「
左
や
女
子
ト
イ
レ
な
り
」
な
の
で
す
。 

 

「
や
」
が
あ
り
と
も
、「
ト
イ
レ
な
る
」
に
は
な
ら
ず
。「
ト
イ
レ
な
る
」
と
言
ひ
た
ら
む
に
は
、「
左

は
ト
イ
レ
で
す
か
」
な
る
疑
問
文
と
は
化
す
べ
し
。 

 

「
あ
な
た
は
今
、
左
の
ト
イ
レ
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
左
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
女
子

ト
イ
レ
で
す
」
と
ま
づ
は
注
意
を
喚
起
せ
り
。 

 

言
い
換
ふ
れ
ば
、《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
と
は
《
舊
情
報
》
を
與
ふ
る
な
り
。「
あ
な
た
が
入
ろ
う

と
し
て
い
る
左
側
の
ト
イ
レ
は
」
と
は
言
へ
り
。 

 

而
し
て
、
後
半
に
て
は
「
右
が
男
子
ト
イ
レ
で
す
」
と
「
が
」
を
使
へ
り
。
さ
は
《
新
情
報
》
な
り
。

「
あ
な
た
は
知
ら
な
か
ỵ
た
で
し
Ỹ
う
が
、
右
に
も
ト
イ
レ
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
あ
な
た
が
今
ま
で
知
ら

な
か
ỵ
た
右
が
男
子
ト
イ
レ
な
の
で
す
」
と
は
言
へ
り
。the

な
ら
でa 

を
付
け
る
べ
き
設
定
な
り
。
こ

の
文
の
場
合
はthe

とa

に
て
は
分
別
す
る
に
難
澁
す
る
所
な
れ
ど
、
一
般
論
的
に
は
か
く
は
と
理
解
し

た
ま
ふ
べ
し
。 
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「
が
」
と
「
は
」、a

とthe

の
違
い
に
直
結
す
る
も
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
類
似
す
る
《
特
定
》《
非
特

定
》、《
舊
情
報
》《
新
情
報
》
の
觀
念
の
隱
れ
て
あ
り
と
言
ふ
と
も
過
言
な
ら
ざ
る
べ
し
。 

 

「
や
」
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)
》
の
「
や
」
は
舊
情
報
を
提
供
す
る
所
な
れ

ど
、
(
二
)
(
三
)
に
て
解
說
し
た
る
が
如
く
に
、
《
係
助
詞
》
の
「
や
」
に
も
舊
情
報
を
與
ふ
る
役
割

あ
り
と
は
知
り
た
ま
ふ
べ
し
。 

(
十
二
) 

①
「
林
檎
や
植
う
る
」
と
②
「
林
檎
植
う
や
」
の
相 あ

ひ

異
な
る
も
こ
れ
に
似
る
。(
い
づ
れ
も
疑
問
文
な

れ
ど
) 

疑
問
文
を
作
る
「
や
」
は
片
や
①
の
如
く
に
前
方
に
出
で
て
係
助
詞
と
な
り
、
連
體
形
に
て
結
ぶ
場
合

あ
り
。
片
や
②
の
如
く
に
文
末
に
留
ま
り
て
終
助
詞
と
な
る
(
直
前
は
終
止
形
)
場
合
あ
り
。 

而
し
て
、
①
に
於
て
は
、「
る
」
を
消
し
て
③
「
林
檎
や
(
我
)
植
う
」
と
す
る
と
、《
切
れ
字
(
主
題

提
起
)》
の
『
や
』》
と
な
る
と
は
旣
に
申
せ
り
。 

是 こ
こ

に
於
て
、
①
の
「
や
」
と
③
の
「
や
」
は
相 あ

ひ

通
じ
る
も
の
あ
り
と
は
我
が
私
見
な
り
。 

① 

は
「
お
ま
え
は
林
檎
の
枝
(
種
)
を
持
ỵ
て
來
て
、
何
か
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
を
植
え
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
」、
も
し
く
は
「
こ
こ
に
林
檎
の
枝
(
種
)
が
あ
る
が
、
お
ま
え
植
え
て
み
る
か
ね
」
な

ど
と
申
し
て
あ
り
。 

他
方
、
②
は
「「
何
か
植
え
る
の
な
ら
林
檎
に
す
る
か
ね
」
と
い
ふ
ほ
ど
の
違
ひ
あ
り
と
ぞ
申
す
べ

き
。 そ

の
體 て

い

た
る
や
、
③
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
形
か
ら
發
展
し
て
來
た
る
に
由
り
て
、《
主
題
提

起
》
の
意
識
殘
れ
る
な
り
。 

(
十
三
) 

 

與
謝
野
晶
子
の
「
君
死
に
た
ま
ふ
こ
と
な
か
れ
」
の
詩
に
、
次
の
一
句
あ
り
。 

「
親
は
刃

や
い
ば

を
握
ら
せ
て
人
を
殺
せ
と
敎
へ
し
や
」 

 

文
末
の
「
や
」
は
《
疑
問
の
終
助
詞
》
な
れ
ば
、《
終
止
形
接
續
》
に
な
る
に
非
ず
や
。 

 

然
る
に
、「
敎
へ
し
や
」
の
「
し
」
は
《
過
去
の
助
動
詞
「
き
」》
の
連
體
形
な
り
。 

 

さ
れ
ば
、「
敎
へ
し
や
」
な
ら
で
、「
敎
へ
き
や
」
と
爲
す
べ
か
ら
む
。 

 

學
校
文
法
の
ル
ổ
ル
に
從
へ
ば
、「
敎
へ
き
や
」
の
方 か

た

正
し
か
る
べ
し
。 

 

然
れ
ど
も
、《
過
去
の
助
動
詞
「
き
」》
は
、
終
止
形
「
き
」
を
「
し
」
を
以
て
代
用
す
る
の
例
、
甚
だ

多
し
。
す
な
は
ち
、
終
止
形
「
き
」
な
る
べ
き
な
る
に
「
し
」
を
用
ゐ
た
る
を
見
む
と
も
、「
あ
あ
、
こ

ん
な
も
の
な
ん
だ
な
」
と
思
へ
ば
仔
細
な
か
ら
む
。
さ
ら
に
は
拘
泥

か
う
で
い

な
し
た
ま
ひ
そ
。 
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こ
れ
に
似
た
る
が
「
恙
無
き
や
」「
恙
無
し
や
」
の
件
な
り
。 

 

形
容
詞
の
終
止
形
は
「
し
」
に
て
終
は
る
。
然

則

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

「
恙
無
し
や
」
の
方
、
正
鵠
を
射
た
り
と
い
ふ

べ
け
れ
ど
、「
恙
無
き
や
」
も
屢
〻
用
ゐ
ら
る
。「
麗
し
や
」「
麗
し
き
や
」
も
俱
に
頻
り
に
使
は
る
る
所

な
り
。 

  

こ
の
「
敎
へ
し
や
」
と
「
恙
無
き
や
」
は
關
聯
あ
り
や
な
し
や
。 

 

《
過
去
の
助
動
詞
「
き
」》
は
《
終
止
形
が
「
き
」、
連
體
形
が
「
し
」》。
然

而

し
か
り
し
か
う
し
て

、
形
容
詞
の
語
尾

は
《
終
止
形
「
し
」、
連
體
形
「
き
」》。
こ
こ
よ
り
混
亂
生
じ
て
、
相
反
す
る
形
の
出
來
し
た
る
も
の
と

ぞ
思
は
る
る
。 

 

我
儕
作
文
を
せ
む
に
は
、
い
づ
れ
を
正
體
と
や
す
べ
き
。 

 

實 げ

に
《
過
去
の
助
動
詞
「
き
」》
を
「
し
」
を
以
て
代
用
す
る
平
安
朝
よ
り
甚
だ
頻
繁
に
使
は
る
る
所

に
し
て
、
も
は
や
過
て
り
と
は
言
ふ
を
得
ず
。
す
な
は
ち
「
今
日
、
伯
父

を

ぢ

來 き
た

り
し
」
と
書
く
も
差
し
支
へ

な
か
る
べ
し
。 

 

そ
れ
に
對
し
て
、
形
容
詞
の
《
終
止
形
「
し
」、
連
體
形
「
き
」》
の
崩
れ
て
、「
恙
無
き
や
」
の
形
を

取
る
は
稀
な
り
。
崩
れ
た
り
と
は
い
へ
ど
も
、
未
だ
放
擲
せ
ら
れ
た
る
原
則
に
は
あ
ら
ず
。「
恙
無
し

や
」
正
に
し
て
、「
恙
無
き
や
」
は
閏

じ
ゆ
ん

と
こ
そ
言
ふ
べ
け
れ
。 

  

但 た
だ

、
日
本
書
紀
の
定
訓
に
見
る
に
、
聖
德
太
子
、
隋
の
煬
帝
に
國
書
を
送
り
て
曰
く
、「
恙
無
き
や
」

と
。
さ
は
例
外
な
り
と
思
ひ
給
へ
。
文
部
省
唱
歌
「
故
郷

ふ
る
さ
と

」
に
て
は
、「
恙
無
し
や
友
が
き
」
な
り
。 

 

「
こ
の
恨
み
、
晴
さ
で
お
く
べ
き
か
」
は
、「
や
」
を
使
へ
ば
、「
こ
の
恨
み
、
晴
さ
で
お
く
べ
し
や
」

と
な
る
。 

 

「
恨
み
」
の
後
に
「
や
」
を
入
れ
て
、「
こ
の
恨
み
や
、
晴
さ
で
お
く
べ
し
や
(
べ
き
か
)」
と
す
る
も

可
な
り
。
是 こ

こ

に
於
て
は
、「
恨
み
や
」
の
「
や
」
は
《
切
れ
字
(
主
題
提
起
)》
の
「
や
」
な
れ
ば
、

「『(
恨
み
)
や
」
と
(
べ
し
)
や
』
と
「
や
」
の
重
複
す
る
に
非
ず
や
」、
と
難
じ
給
ふ
勿
れ
。 

(
十
四
) 

 

口
語
に
て
は
「
そ
う
言
う
や
否
や
出
て
行
ỵ
た
」
と
申
す
あ
り
。 

 

文
語
に
て
は
「
さ
言
ふ
や
否
や
立
ち
去
り
た
り
」
と
言
ふ
べ
し
。 

 

こ
れ
は
「
否
や
」
を
省
き
て
、「
さ
言
ふ
や
立
ち
去
り
た
り
」
と
す
る
も
可
な
り
。「
や
」
の
み
に
て
、

「
Ộ
す
る
や
否
や
」
の
意
を
表
す
を
得
。 

 

こ
の
「
否
や
」
は
、
英
語
のN

o sooner ------than------.

の
語
法
に
似
た
れ
ば
、
英
語
を
模
し
て
作

り
た
る
表
現
な
ら
ず
や
と
思
ふ
各
位
も
多
か
る
べ
け
れ
ど
、
豈
圖
ら
む
、
能
狂
言
な
ど
に
「
來
る
や
否

や
」
と
い
ふ
申
し
や
う
あ
れ
ば
、
日
本
語
の
傳
統
に
外
る
る
も
の
に
は
非
ざ
る
な
り
。 
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し
か
ら
ば
、
こ
の
「
さ
言
ふ
や
」
の
「
言
ふ
」
は
四
段
活
用
の
動
詞
「
言
ふ
」
の
終
止
形
・
連
體
形
の

い
づ
れ
な
ら
む
か
。 

 

さ
は
、
今
例
に
擧
げ
た
る
「
來
る
や
否
や
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
り
。「
來 く

」
な
る
《
カ
行
變
格
活

用
》
の
動
詞
は
、
終
止
形
「
く
」、
連
體
形
「
く
る
」
な
れ
ば
、「
Ộ
す
る
と
(
す
ぐ
に
)」
の
意
の
、
こ

の
「
や
」
は
連
體
形
に
接
續
す
と
言
ふ
を
得
。「
さ
言
ふ
や
」
の
「
言
ふ
」
も
連
體
形
な
り
。 

 

「
種
を
植
え
た
ら
す
ぐ
に
芽
が
出
て
來
た
」
と
言
は
む
に
は
、「
植
う
や
(
否
や
)」
に
あ
ら
ず
し
て
、

「
植
う
る
や
(
否
や
)」
と
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。 

(
十
五
) 

 

文
語
作
文
の
間
違
ひ
に
て
屢
〻
見
ら
る
る
は
、
現
代
語
「
梅
や
櫻
や
樣
々
な
花
が
咲
い
て
い
る
」
な
ど

の
「
や
」
の
扱
ひ
な
り
。 

 

こ
の
「
や
」
は
《
並
立
助
詞
》
と
呼
ば
る
る
あ
り
て
、
同
類
の
似
た
る
を
列
擧
す
る
場
合
に
使
は
る
れ

ば
、《
列
擧
の
「
や
」》
と
言
ふ
を
得
む
。 

 

《
列
擧
の
「
や
」》
は
古
典
の
中
に
見
出
す
を
得
ざ
る
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
口
語
の
響
あ
れ
ば
、
現
代

人
文
語
文
を
書
か
む
に
は
、
避
く
る
方
好
か
ら
む
か
。「
梅
、
櫻
の
如
き
樣
々
の
花
」、「
梅
お
よ
び
櫻
抔 な

ど

の
花
」
と
言
ひ
換
へ
給
へ
。 

(
十
六
) 

 

「
や
」
の
諸
樣
相
を
解
說
し
た
最
後
に
、
係
り
結
び
の
盲
點
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
あ
れ
ば
、
一
家
言
あ

ら
む
と
欲
す
。 

 

「《
係
り
の
助
詞
》
を
擧
げ
よ
」
と
言
は
る
れ
ば
、
大
方

た
い
は
う

は
「
ぞ
・
な
む
・
か
・
や
・
こ
そ
」
と
答

ふ
。
別
段
過
て
り
と
は
申
さ
ね
ど
、
暫
し
待
た
れ
よ
か
し
。
古
典
文
法
初
步
に
て
係
り
結
び
を
習
ひ
た
る

砌
、《
係
り
の
助
詞
》
に
は
「
は
・
も
・
ぞ
・
な
む
・
か
・
や
・
こ
そ
」
あ
り
、
と
習
ひ
た
る
記
憶
の
薄

う
つ
す

ら
と
腦
裡
に
殘
し
て
お
は
し
ま
さ
ず
や
。 

 

こ
の
「
は
」
と
「
も
」
は
何
ぞ
や
。 

 

「『
は
』
と
『
も
』
が
あ
る
と
、《
終
止
形
》
で
結
ぶ
」
と
聞
い
た
覺
え
な
し
や
。
さ
れ
ど
、
通
常
、
文

は
終
止
形
に
て
終
は
る
を
常
と
す
る
ゆ
ゑ
、
終
止
形
に
て
終
は
る
文
が
《
係
り
結
び
》
の
例
と
敎
へ
ら
る

る
は
首
肯
す
る
を
得
ざ
る
所
な
り
。 

  

「
係
助
詞
『
は
、
も
』
が
れ
ば
、
結
び
は
終
止
形
た
る
べ
し
」
と
は
、「
酒
は
飮
む
、
女
は
買
ふ
」
の

類
を
言
ふ
に
あ
ら
ず
や
と
茲
許

こ
こ
も
と

愚
考
致
す
所
な
り
。 

 

「
は
」
な
ら
で
「
を
」
を
使
へ
ば
、「
酒
を
飮
み
、
女
を
買
ふ
」
と
な
り
て
、「
飮
み
」
は
《
連
用
中
止

法
》
を
作
る
。
然
る
に
、「
を
」
を
「
は
」
に
替
ふ
れ
ば
、「
飮
み
」
は
「
飮
む
」
と
化
す
。
さ
は
畢
竟
、
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「
連
用
中
止
法
に
な
る
べ
き
所
も
終
止
形
に
な
る
」
と
い
ふ
が
、「
は
」
を
《
係
助
詞
》
と
呼
ぶ
所
以
な

ら
む
。 

 

「
も
」
も
同
じ
く
、「
酒
も
飮
む
、
女
も
買
ふ
」
と
言
ふ
な
り
。
か
か
れ
ば
こ
そ
、「
は
」
と
「
も
」
は

係
助
詞
に
分
類
せ
ら
る
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。 

 

茲
許
の
か
か
る
私
見
は
、
專
門
家
に
尋
ぬ
る
に
、
さ
ほ
ど
の
同
意
は
得
ら
れ
ざ
り
き
。 

 

讀
者
各
位
の
御
敎
示
を
仰
ぐ
次
第
な
り
。 

(
令
和
六
年
一
月
十
五
日
受
附
) 

   


