
言
葉
の
使
い
方
が

気
に
な
っ
た
時
に
は

「
コ
ー
パ
ス
」

人
文
知
N
O
W

人
文
知
の
本
棚

専
門
は
語
彙
論
。言
葉
の

用
例
収
集
、用
例
分
析

を
日
頃
よ
り
行
う
。『
岩

波
国
語
辞
典
』（
第
八

版
）編
者
の
一
人
。『
広
辞

苑
』（
第
七
版
）の
改
訂
に

も
携
わ
る
。

『
石
橋
湛
山
評
論
集
』

（
岩
波
書
店
、一
九
八
四
年
刊
）
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大
学
教
員
あ
て
の
連
絡
に
、「
安
否
確
認

シ
ス
テ
ム
の
登
録
に
つ
い
て
学
生
に
周
知
し
て

く
だ
さ
い
。」と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
か
け

た
。周
知
は「
す
る
」も
の
で
は
な
く「
さ
せ

る
」も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
岩
波
国
語
辞
典
』（
第
八
版
）で
は
次
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

し
ゅ
う
ち【
周
知
】広
く
人
の
間
に
知
れ
渡

　

る
こ
と
。「―

の
事
実
」「―

徹
底
」

　

言
い
換
え
を
試
み
る
と「
学
生
に
知
れ
渡
っ

て
く
だ
さ
い
」と
は
言
わ
な
い
。「
学
生
に
知

れ
渡
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」は
言
う
。つ
ま
り
、

「
周
知
さ
せ
て
」が
素
直
な
言
い
方
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、次
に
示
す『
デ
ジ
タ
ル
大
辞

泉
』の
よ
う
に「
知
ら
せ
る
こ
と
」と
の
説
明

が
加
え
て
あ
る
辞
書
も
あ
る
。

　

し
ゅ
う
ち【
周
知
】世
間
一
般
に
広
く
知
れ

　
渡
っ
て
い
る
こ
と
。ま
た
、広
く
知
ら
せ
る

　
こ
と
。「̶

の
事
実
」「̶

の
通
り
」「
運
動

　
の
趣
旨
を
社
会
に̶

さ
せ
る
」

　

最
後
の
例
文
は「
周
知
さ
せ
る
」で
あ
る

が
、こ
れ
は
語
釈
一
文
目
の「
知
れ
渡
っ
て
い

る
」の
例
文
で
あ
ろ
う
。語
釈
二
文
目
の「
知

ら
せ
る
」に
注
目
し
、そ
れ
に
言
い
換
え
て
み

る
と
、「
学
生
に
知
ら
せ
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」

と
は
言
わ
な
い
。「
学
生
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ

い
」は
言
う
。つ
ま
り
、こ
の
場
合
は「
周
知
し

て
」が
素
直
な
言
い
方
に
な
る
。

　

国
立
国
語
研
究
所
で
は
、言
葉
の
実
際
の

使
わ
れ
方
を
調
べ
る
こ
と
の
で
き
る
デ
ー
タ

ベ
ー
ス「
コ
ー
パ
ス
」を
構
築
し
、公
開
し
て
い

る
。『
少
納
言
』で
は
事
前
登
録
な
し
で
、一
億

語
が
収
録
さ
れ
て
い
る『
現
代
日
本
語
書
き

言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』の
検
索
が
で
き
る
。　

こ
の
コ
ー
パ
ス
を
調
べ
て
み
る
と
、「
周
知
さ
せ

る
」と「
周
知
す
る
」は
ど
ち
ら
も
使
わ
れ
て

い
て
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と「
周
知
す
る
」が

多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。

　

メ
デ
ィ
ア
別
に
見
て
み
る
と
、法
律
文
で
は

「
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
い
う

「
さ
せ
る
」の
用
例
が
多
い
も
の
の
、「
周
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
周
知
す
る
こ
と
」と

い
う
用
例
も
得
ら
れ
た
。国
会
会
議
録
、白

書
、広
報
紙
で
は
、「
周
知
す
る
」の
用
例
の
方

が
多
か
っ
た
。

　

自
分
の
直
感
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
言
葉

の
使
用
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
コ
ー
パ
ス
」は
、便
利
で
、面
白
い
。

　

石
橋
湛
山
は
、明
治
時
代
か
ら

自
由
主
義
と
民
主
主
義
の
立
場
に

立
って
我
が
国
の
言
論
界
を
リ
ー
ド

し
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
、戦

後
は
総
理
に
ま
で
上
り
詰
め
た
政

治
家
で
あ
る
。膨
大
な
著
作
を
残

し
て
い
る
が
、そ
の
中
か
ら
政
治
論

を
中
心
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
の

が
本
書
。石
橋
湛
山
と
言
っ
て
も

知
って
い
る
人
は
少
な
い
が
、大
蔵
大

臣
と
し
て
戦
後
復
興
の
そ
し
て
高

度
成
長
の
礎
を
築
い
た
人
で
あ
り
、

高
橋
財
政
を
研
究
し
て
き
た
筆
者

が
、高
橋
是
清
と
並
ん
で
尊
敬
し
て

い
る
人
物
で
あ
る
。高
橋
は
、国
の

富
を
生
み
出
す
要
素
の
中
で「
労

働
ほ
ど
尊
い
も
の
は
な
い
」と
し
て
い

た
が
、石
橋
も「
経
済
上
の
資
源
と

し
て
、一
番
根
本
的
に
し
て
大
切
な

る
は
、人
資
な
る
こ
と
申
す
ま
で
も

な
い
」と
し
て
い
た
。両
者
と
も
に
、

経
済
や
社
会
を
考
え
る
上
で
人
が

第
一だ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
石
橋
は
、明
治
四
五
年
の

「
国
家
と
宗
教
及
び
文
芸
」と
題
す

る
評
論
に
お
い
て
、「
国
家
も
、宗
教

も
、哲
学
も
、文
芸
も
、そ
の
他
一
切

の
人
間
の
活
動
も
、皆
た
だ
人
が
人

と
し
て
生
き
る
た
め
に
の
み
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、も
し
こ
れ

ら
の
或
る
も
の
が
、こ
の
目
的
に
反

す
る
な
ら
ば
、我
々
は
そ
れ
を
変
革

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。し
か
る
に
、今
の
思

想
家
こ
と
に
文
芸
家
の一
人
も
こ
こ

に
触
れ
て
こ
な
い
の
は
、哲
学
の
抽

象
的
で
あ
り
誤
って
お
る
こ
と
を
思

わ
ざ
る
を
得
な
い
」と
し
て
い
た
。石

橋
は
、そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ

い
て
、そ
の
実
践
と
し
て
戦
前
の
軍

国
主
義
を
批
判
し
た
。そ
し
て
、敗

戦
後
に
は
人
々
が
落
ち
込
む
中
で

も
、更
生
日
本
の
前
途
は
洋
々
た
る

も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
の
だ
っ
た
。今

日
、私
た
ち
が
人
文
知
を
実
生
活

に
生
か
し
て
い
く
た
め
に
、こ
の
石

橋
の
精
神
と
実
践
に
学
ぶ
べ
き
と
こ

ろ
は
大
き
い
。

　

石
橋
は
、そ
の
よ
う
な
生
き
方
を

貫
い
た
こ
と
か
ら
、戦
前
は
軍
部
に

に
ら
ま
れ
、戦
後
は
吉
田
内
閣
の
蔵

相
に
迎
え
ら
れ
た
が
占
領
軍
に
に

ら
ま
れ
て
公
職
追
放
の
憂
き
目
に

あ
っ
た
。そ
れ
で
も
、自
ら
の
信
念
を

曲
げ
る
こ
と
な
く
行
動
し
て
総
理

に
ま
で
な
っ
た
。病
に
倒
れ
て
総
理

在
任
期
間
は
短
か
っ
た
が
、総
理
退

陣
後
も
対
米
一辺
倒
の
当
時
の
風
潮

に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
中
ソ
と
の
関

係
構
築
に
奔
走
し
、そ
の
後
の
日
中

国
交
回
復
の
土
台
を
作
っ
た
。ま

た
、長
く
立
正
大
学
の
学
長
を
務

め
た
。日
蓮
宗
の
寺
に
生
ま
れ
て
宗

教
心
に
篤
く
早
稲
田
大
学
哲
学
科

を
卒
業
し
た
石
橋
に
と
っ
て
、健
全

な
若
者
を
育
て
る
こ
と
も
ま
た
自

ら
の
哲
学
の
実
践
だ
っ
た
と
言
え
よ

う
。

一
九
四
七
年
奈
良
県
生
ま
れ
。一
九
七
〇
年
第
一

詩
集『
死
者
の
鞭
』で
詩
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
。

紀
行
文
、評
論
、エ
ッ
セ
イ
、作
詞
な
ど
多
彩
な

活
動
を
展
開
。『
新
編
中
原
中
也
全
集
』責
任
編

集
委
員（
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
四
年
）、中
原
中

也
賞
・
サ
ン
ト
リ
ー
地
域
文
化
賞
選
考
委
員
な

ど
も
務
め
る
。

詩
人佐

々
木
幹
郎

ヒ
ュ
ー・ケ
ナ
ー『
機
械
と
い
う
名
の
詩
神
』

（
松
本
朗
訳
、上
智
大
学
出
版
、二
〇
〇
九
年
）

M
ikiro Sasaki

内
閣
府
退
官
後
お
茶
を
始
め
、裏
千
家
東
京
第

四
西
支
部
の
副
支
部
長
。学
生
時
代
は
ボ
ー
ト

部
に
所
属
し
日
本
ボ
ー
ト
協
会
理
事
。ス
タ
ン

フ
ォ
ー
ド
大
学
M
B
A
。熊
本
県
で
企
画
開
発

部
長
、財
務
省
主
計
局
で
調
査
課
長
、次
長
な

ど
を
勤
め
た
。現
在
、高
橋
財
政
な
ど
の
財
政

史
研
究
を
続
け
て
い
る
。

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
理
事
長

元
内
閣
府
事
務
次
官

松
元 

崇

Takashi　
M
atum

oto

国
立
国
語
研
究
所
准
教
授

柏
野
和
佳
子

W
akako Kashino

　

詩
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、と
き
ど

き
ひ
も
と
く
本
が
ヒ
ュ
ー・ケ
ナ
ー
の

『
機
械
と
い
う
名
の
詩
神
』で
あ
る
。

カ
ナ
ダ
出
身
の
批
評
家
の「
メ
カ
ニッ

ク・ミ
ュ
ー
ズ
」（
原
題
）と
い
う
名
著
。一

九
八
七
年
に
書
か
れ
た
本
だ
が
邦
訳

が
出
た
の
は
著
者
が
二
〇
〇
三
年
に

亡
く
な
っ
た
後
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

パ
ソ
コ
ン
で
原
稿
を
書
く
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、わ
た
し
は
何
か
に
大
き

く
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感

触
に
、絶
え
ず
つ
き
ま
と
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。パ
ソ
コ
ン
と
い
う
機
械
の
持

つ
テ
ク
ロ
ジ
ー
が
、わ
た
し
自
身
の
原

稿
内
容
に
大
き
く
影
響
を
も
た
ら

し
て
い
る
、と
い
う
感
触
で
あ
る
。も

ち
ろ
ん
、そ
れ
ま
で
原
稿
用
紙
に
万

年
筆
で
文
字
を
書
い
て
い
た
と
き
に

も
、原
稿
用
紙
の
枡
目
の
様
式
や
筆

記
具
の
種
類
に
よ
っ
て
作
品
の
流
れ

が
変
わ
る
、と
い
う
経
験
は
た
び
た
び

あ
っ
た
。し
か
し
そ
の
場
合
は
こ
ち
ら

か
ら
、そ
の
と
き
の
気
分
に
応
じ
た
用

紙
や
筆
記
具
を
選
択
す
る
こ
と
で
処

理
で
き
た
。

　

だ
が
、機
械
の
持
つ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

が
持
つ
抑
圧
は
圧
倒
的
で
あ
る
。い
つ

の
ま
に
か
わ
た
し
自
身
が
機
械
に
慣

れ
よ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
、抑
圧
を

感
じ
な
い
よ
う
に
慣
ら
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

　

だ
が
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
を

失
っ
た
と
考
え
る
の
は
、ど
こ
か
に
何

の
抑
圧
も
な
い
理
想
的
な
表
現
手
段

や
表
現
の
場
所
が
あ
る
、と
い
う
神

話
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ

で
あ
る
。実
は
、そ
ん
な
も
の
は
ど
こ

に
も
な
い
の
だ
、と
言
って
い
る
の
が
本

書
で
あ
る
。

 
 

Ｔ・Ｓ・エ
リ
オ
ッ
ト
、エ
ズ
ラ・パ
ウ
ン

ド
、ジ
ェ
イ
ム
ス・ジ
ョ
イ
ス
、サ
ミ
ュエ
ル・

ベ
ケ
ッ
ト
と
い
う
四
人
の
モ
ダ
ニ
ス
ト

作
家
の
文
学
言
語
が
、ど
の
よ
う
に

同
時
代
の
機
械
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
た
か
を
徹
底
的
に
分
析
し
た
本
書

は
、二
〇
世
紀
初
頭
の
言
葉
の
変
化

を
捉
え
て
刺
激
的
だ
。機
械
が
も
た

ら
し
た
こ
の
問
題
は
、日
本
の
大
正
中

期
か
ら
昭
和
初
年
代
の
詩
人
た
ち
、

モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
で
は
な
か
っ
た
中
原

中
也
や
萩
原
朔
太
郎
の
詩
語
に
も
影

響
を
与
え
た
。

　

た
と
え
ば
、目
ざ
ま
し
時
計
に
よ
っ

て
人
々
が
目
覚
め
、朝
の
同
じ
時
間

帯
に
通
勤
す
る
人
々
の
足
音
を
エ
リ

オ
ッ
ト
が
詩
の
な
か
で
描
く
と
き
、時

計
が
刻
む「
時
間
」や「
通
勤
」と
い

う
、そ
れ
以
前
の
時
代
に
は
な
か
っ
た

「
抽
象
的
な
も
の
」を
人
々
が
共
有
し

出
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。中
原

中
也
は
同
じ
問
題
を
詩「
正
午
」で
、

「
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
わ
、

出
て
く
る
わ
出
て
く
る
わ
」と
丸
ノ

内
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
昼
休
み
風
景
を

描
い
た
。あ
る
い
は
内
燃
機
関
の
登

場
は
人
間
の
知
覚
の
リ
ズ
ム
を
変
え

た
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
言
う
の
だ
が
、萩

原
朔
太
郎
は
無
自
覚
の
ま
ま
汽
車
の

疾
駆
す
る
音
の
リ
ズ
ム
を
使
っ
て
詩

を
書
い
て
い
た
。

　

そ
の
延
長
上
で
現
在
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
時
代
が
わ
た
し
た
ち
の
言

葉
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て
い
る
か
。そ

の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
貴
重
な一冊

だ
。

https://shonagon.ninjal.ac.jp/


