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さ
さ
や
か
な

「ま
こ
と
」

武
蔵
野
大
学

済
学
部

・
教
授

恵
照

過
日
た
ま
た
ま
車
中
で
聴
い
た
あ
る
ラ
ジ
オ
放
送
番
組
で
、　
一
般
聴
取
者
か
ら
の
ち
ょ
っ
と
感
動
的
な
話
が
紹
介
さ
れ
て
い

た
。
詳
細
は
う
ろ
覚
え
だ
が
、
大
体
こ
ん
な
内
容
の
話
で
あ
る
。

妻
を
亡
く
し
た
四
十
歳
が
ら
み
の
男
性
が
、
残
さ
れ
た
二
人
の
子
供
達
を
あ
る
保
育
園
に
預
け
た
。
男
性
は
そ
こ
に
勤
務

の

二
十
五
歳
の
保
母
さ
ん
と
面
識
を
得
、
二
人
は
互
い
に
好
意
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
結
婚
を
決
意
す
る
。
と
こ
ろ
が
保
母

さ
ん
の
両
親
は
大
反
対
で
あ
る
。　
一
般
的
に
、
自
分
た
ち
の
若
い
娘
が
、
二
人
の
子
持
ち
で
四
十
歳
の
男
性
と
の
結
婚
を
喜
ん
で

賛
成
す
る
親
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
娘
は
両
親
に
切
々
と
訴
え
た

「こ
の
男
性
は
、
二
人
の
子
供
の
た
め
を
思

っ
て
、
も

っ
と
多
く
の
時
間
を
子
供
た
ち
と
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持
つ
た
め
に
、　
一
流
会
社
を
辞
め
て
、
給
料
は
ず

っ
と
少
な
い
が
比
較
的
時
間
の
持
て
る
現
在
の
仕
事
に
転
職
し
た
の
で
す
。
お

父
さ
ん
が
、
そ
の
男
性
だ
と
し
た
ら
、
子
供
の
た
め
に
そ
の
男
性
の
よ
う
な
決
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？
」

や
が
て
娘
は
両
親
と
は
別
居
し
て
件
の
男
性
と
結
婚
し
た
。
あ
る
日
、
男
性
と
の
間
に
生
ま
れ
た

一
子
を

つ
れ
て
娘
は
両
親
と

再
会
す
る
。
そ
こ
で
両
親
は
娘
の
生
き
方
に
理
解
を
示
し
、
い
ま
で
は
孫
の
成
長
を
喜
ん
で
い
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
。

世
界
に
は
、
と
て
つ
も
な
く
悲
惨
な
人
間
の
生
活
が
あ
り
、
こ
ん
な
話
は
、
と
る
に
足
ら
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
私
は
、
国
情
と
文
化
と
を
問
わ
ず
、
さ
さ
や
か
な
苦
労
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
庶
民
の
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を
求

め
る
努
力
と
知
恵
に
、
む
し
ろ
巨
大
な
悲
劇
を
生
み
だ
さ
な
い
重
要
な
働
き
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
十
八
世
紀
は
理
性
の
時
代
と
い
わ
れ
、
そ
れ
に
連
な
る
思
潮
が
現
代
社
会
を
お
お

っ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
、

ヘ
ー
グ
ル
、
ゲ
ー
テ
ら
を
生
ん
だ
観
念
論
哲
学
の
国
家
ド
イ
ツ
で
、
な
ぜ
殺
数
の
た
め
の
殺
数
を
す
る
ナ
チ
ス
哲
学
が
生
ま
れ
た

の
か
。
歴
史
も
縁
起
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
の
悲
劇
は
他
の
ヨ
ー

ロ
パ
の
主
要
国
に
も
責
任
が
あ
る
の
だ
か
、
と
に
か
く
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
史
に
は
あ
た
か
も

″
必
要
な
価
値
観
″
と
し
て
の
悲
劇
が
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
悲
劇
の
後
の
感
激
と
感
動
に
親
和
性
を
感
じ

る
体
質
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
程
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
特
に
西
欧
の
知
識
人
の
知
に
お
け
る

「退
屈
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
世
の
中
に
は
、
退
屈
ど
こ
ろ

で
は
な
い
人
々
と
退
屈
で
仕
方
の
な
い
人
々
が
い
る
、
と
思
う
の
だ
。　
一
般
的
に
考
え
て
、
人
間
は
、
特
に
文
化
人
と
称
さ
れ
る

人
間
は
、
ほ
ん
と
う
に
平
和
を
願

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
彼
ら
は
情
念
の
深
い
と
こ
ろ
で
悲
劇
を
期
待
し
て
は
い
ま
い
か
？

最
低
の
衣
食
住
の
満
足
さ
え
得
ら
れ
な
い
多
数
の
人
々
が
い
る

一
方
、
十
八
世
紀
以
来
、
衣
食
住
に
満
た
さ
れ
た
知
識
人
ら
の
生

の
退
屈
に
根
差
す
哲
学
が
横
行
し
て
は
い
ま
い
か
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
時
代
以
降
、
世
界
的
に
知
識
人
と
は
大
学
教
員
が
多
数
を
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占
め
、
特
に
人
文
科
学
系
の
大
学
教
員
は
各
国
の
教
育
界
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
知
の
流
れ
を
批
判
し
是
正
す
る

の
は
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

世
間
に
流
布
す
る
知
の
偏
向
と
偽
善
と
を
事
実
に
も
と
づ
い
て
批
判
す
る
の
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
た
ち
も
大
方
は
大
学
教
育
の
絶
大
な
影
響
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
知
識
人
批
判
が
不
徹
底

な
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
聖
人
君
子
で
は
な
い
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
彼
ら
自
身
を
批
判
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
ほ
ど
で
あ
る
。

「生
命

・
い
の
ち
」
の
究
極
の
平
安

（
ニ
ル
ヴ

ァ
ー
ナ
）
の
世
界
を
目
指
す
の
が
仏
教
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
我
々
は
、
本
質

的
に
や
は
り
迷
い
が
大
好
き
ら
し
い
。
生
物
と
し
て
の
人
間
の
生
理
的
に
避
け
が
た
い
根
本
的
迷
い
は
食
欲
と
性
欲
に
根
差
し
て

い
る
が
、
文
化
的

ｏ
社
会
的
な
迷
い
は
、
名

・
利

ｏ
人
師
、

つ
ま
り
名
声
欲

・
所
有
欲

・
支
配
欲
で
あ
る
。
退
屈
だ
と
い
っ
て
は

悲
劇
を
創
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
人
間
性
の
進
歩
を
感
じ
、
や
が
て
ま
た
更
な
る
悲
劇
の
刺
激
を
求
め
て
ゆ
く
。
我
々
は

悲
劇
の
後
の
悦
楽
の
魅
力
に
は
抗
し
き
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
の
営
み
に
は
、
そ
の
様
な
悲
劇
好
み
の
情
念
の
他
に
、
世
界

へ
の
知
的
探
究
と
い
う
理
性
的
な
欲
求
も
あ
る
。
特

に
自
然
科
学
の
分
野
に
お
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
生
き
る
欲
望
に
根
差
し
た
生
存
競
争
を

つ
づ
け
な
が
ら
、
情
念
に
お
い
て
は
快
楽
と
刺
激
、
悲
劇
と
喜
劇
を
追
い

求
め
、
世
界
構
造

へ
の
知
的
探
究
を
営
み
な
が
ら
、
生
き
る
こ
と
の
究
極
の
目
標
が

「生
命
・
い
の
ち
の
究
極
の
平
安

（
ニ
ル
ヴ

ァ
ー

ナ
）
の
世
界
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
か
な
か
納
得
し
な
い
の
が
人
間
の
よ
う
で
あ
る
。

先
に
庶
民
の
さ
さ
や
か
な
努
力
と
知
恵
の
意
義
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
知
識
人
に
よ
る
観
念
化
し
た
世
界
の
解
釈
で
は
な
く
、

巻
頭
言



巻
頭
言

庶
民
の
生
活
の
さ
さ
や
か
な

一
面
に
真
実
を
求
め
る
こ
と
の
意
義
を
改
め
て
見
直
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

特
に
日
本
の
仏
教
文
化
の
中
に
は
、
さ
さ
や
か
な
小
さ
き
も
の
、
さ
り
げ
な
き

「も
の
二
」
と
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
こ
に

「ま

こ
と
と
そ
ら
ご
と
」
を
洞
察
す
る
知
恵
が
育
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「ま
こ
と
の
外
に
俳
諧
な
し
」
を
唱
え
た
上
嶋
鬼
貫

（
一
六
六

一
―

一
七
三
八
）
の

一
句
。

つ
く
づ
く
と
お
も
ふ

我
レ
む
か
し
踏
み
つ
ぶ
し
た
る
蝸
牛
哉

「わ
た
し
は
、
土日
し
あ
る
と
き
蝸
牛
を
踏
み
つ
ぶ
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
な
あ
」
が
表
層
の
意
味
で
あ
る
。
「我
レ
む
か
し
」
を

「割

れ
む
ｏか
し
」
貧
む
」
は
推
量
の
助
動
詞
、
「か
し
」
は
助
詞
で
、
み
ず
か
ら
強
く
確
認
す
る
気
持
ち
を
表
す
）
と
読
ん
で
、
「き

っ

と
割
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
思
い
つ
つ
蝸
牛
を
踏
み
つ
ぶ
し
て
し
ま

っ
た
な
あ
」
が
別
の
意
味
で
あ
る

（
こ
こ
の
と
こ
ろ
の
国
語

学
的
な
解
釈
は
本
学
松
村
武
雄
先
生
の
ご
教
示
で
あ
る
）
。
こ
こ
に
は
鬼
貫
の
蝸
牛

（か
ぎ
ゅ
う

・
か
た
つ
む
り
）
と
い
う
さ
さ

や
か
な
い
の
ち
に
対
す
る
意
味
の
な
い
殺
意
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
根
源
的
な
意
味
で
、
殺
意
と
は
最
も
意
味
の
な
い
生
命

の
行
為
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う

「わ
た
し
」
で
も
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
ん
な
さ
さ
い
な
こ
と
を

「
つ
く

づ
く
と
お
も
ふ
」
わ
た
し
で
も
あ
る
。

仏
教
の
無
常
観
は
同
時
に
生
理
的
に
実
感
さ
れ
る
無
常
の
感
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
定
の
余
裕
を
秘
め
た
心
境
に
お
け
る
、

死
を
内
包
し
た
い
の
ち
を
感
ず
る
時
に
感
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
的

「ま
こ
と
」
の
美
意
識
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。　
∠

定
の
余
裕
を
秘
め
た
″
と
は
、
拷
間
を
受
け
た
り
戦
場
な
ど
で
命
が
け
の
体
験
を
し
た

か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
無
常
観
の
感
は
、
あ
る
種
の
も

っ
と
も
贅
沢
な
死
生
の
感
と
い
っ
て
よ
く
、

そ
れ
は
知
識
人
の
観
念
的
知
の
賢
ら
を
超
え
た
愚
の
自
覚
で
も
あ
り
、
し
か
も
具
体
的
な
さ
さ
や
か
な
い
の
ち
の
観
察
か
ら
生
み

出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
常
観
の
感
は
、
そ
こ
で

一
流
の
仏
教
者
に
お
い
て
体
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。

「露
の
世
は
露
の
世
な
が
ら
さ
り
な
が
ら
」
２

茶
）

（巻
頭
言
は
、
通
常

一
乃
至
二
頁
の
も
の
だ
が
、
こ
の
号
で
巻
頭
言
を
取
り
や
め
る
そ
う
な
の
で
、
ま
た
長
さ
に
特
別
の
制
限

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
真
に
受
け
て
、
さ
さ
や
か
な
駄
文
が
長
く
な

っ
て
し
ま

つ
た
。
ご
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
）

巻
頭
言

-4--5-


