
長
野
県
に
お
け
る
動
詞
「
く
れ
る
」
の
方
言
的
使
用

―

「

水

く

れ

当

番

」

は

方

言

か

―

】

は
じ
め
に

こ
の
調
査
の
き
っ
か
け
は
'
長
野
に
来
て
初
め
て

｢水
く
れ
当
番
｣
と
い

う
言
葉
を
開
き
､
興
味
を
持
っ
た
こ
と
に
あ
る
｡
県
外
出
身
者
に
と
っ
て
聞

き
慣
れ
な
い
こ
の
言
葉
を
'
単
純
に

｢長
野
の
方
言
｣
｢長
野
の
独
特
の
言

い
方
｣
と
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
と
疑
問
に
思
っ
た
｡
｢水
く
れ
当
番
｣

に
使
わ
れ
て
い
る
動
詞

｢く
れ
る
｣
は
共
通
語
に
も
あ
り
､
｢
(A
が
B
に
物

杏
)
与
え
る
｣
意
味
を
持
つ
点
で
は
こ
の

r水
く
れ
｣
の
場
合
で
も
標
準
語

の
場
合
で
も
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢水
く
れ
｣
は
私
の
見
聞
の
限
り
で
は
､
話
し
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
だ
け
で
な
く
､
小
学
校
の
教
室
の
掲
示
物
で
書
き
言
葉
と
し
て
も
用
い

ら
れ
て
い
た
｡
こ
れ
は
､
こ
の
言
葉
の
使
い
手
に

｢水
く
れ
当
番
-
方
言
｣

と
い
う
意
識
は
薄
く
'
誰
に
も
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
共
通
語
と

鈴
木

涼
子

し
て
用
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

本
論
で
は
､
授
受
表
現
の
1
つ
で
あ
る

rく
れ
る
｣
の
使
い
方
が
'
長
野

と
他
の
地
域
で
は
ど
の
よ
う
に
兄
な
る
の
か
を
､
調
査
の
結
果
に
よ
っ
て
示

し
た
い
｡
な
お
'
調
査
は

1
九
九
五
年
か
ら

1
九
九
六
年
L
)ア
ン
ケ
ー
ト

方
式
で
行
っ
た
｡
そ
の
際
､
出
身
地
だ
け
で
な
く
居
住
歴
や
年
令
屑

･
性

別
も
考
成
し
て
､
調
査
へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
｡
有
効
回
答
者
数
は
県
内

出
身
者
四
四
五
人
､
県
外
出
身
者

一
二
二
人
で
あ
っ
た
｡

二

授
受
動
詞

｢く
れ
る
｣
の
用
い
方

(

こ

一
般
的
な
用
法
と
長
野
県
出
身
者
の
用
法

授
受
動
詞

｢く
れ
る
｣
の
意
味
は
､
r新
明
解
国
語
辞
典
b
第
五
版

(
1
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九
九
七
年

三
省
堂
)
で
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
｡

【く
れ
る
】

一
[人
が
話
し
手

(の
側
に
)
物
を
]
与
え
る
｡
｢そ
れ

を
ぼ
く
に
く
れ

･
友
だ
ち
が
妹
に
く
れ
た
本
｣

二

[け
い
べ
つ
し
て
い
る
相
手
に
物
を
】
与
え
る
｡
｢こ
じ
き
に
く
れ

て
や
る
･
目
も
く
れ
な
い
｣

一
は
､
話
し
手

(あ
る
い
は
話
し
手
側
の
人
)
が
物
を
受
け
取
る
側
と

な
っ
て
'
授
受
を
説
明
す
る
場
合
に
用
い
る
｡

1
方
'
二
は
話
し
手

(あ
る
い
は
話
し
手
側
の
人
)
が
'
物
を
与
え
る

側
と
な
る
｡
そ
の
際
､
物
を
与
え
る
側
は
受
け
取
る
側
に
対
し
て
上
位
に

立
っ
て
い
る
こ
と
が
'
注
と
し
て
添
え
ら
れ
た

｢け
い
べ
つ
し
て
い
る
相
手
に
｣

(以
後

｢軽
蔑
の
心
情
｣
と
も
表
現
す
る
)
の
表
現
か
ら
わ
か
る
｡
そ
の

た
め
､
物
を
受
け
取
る
相
手
に
対
し
て
失
礼
な
表
現
と
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
授
受
関
係
に
お
い
て
'
物
を
与
え
る
側
と
受
け
取
る
側
の
視
点

を
逆
に
し
た
動
詞
に

｢や
る
｣
が
あ
る
｡
こ
ち
ら
を
用
い
る
方
が
自
然
な
こ

と
も
あ
る
が
､
長
野
県
出
身
者
は
少
し
使
い
方
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
｡

彼
ら
は

｢く
れ
る
｣
｢や
る
｣
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
い
る
の
か
｡
以
下
で
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
も
と
に
検
証
す
る
｡

(2
)

人
に
対
し
て

｢く
れ
る
｣
を
使
う
場
合

ま
ず
'
｢く
れ
る
｣
の
一
般
的
な
用
法

(辞
典
で
示
さ
れ
て
い
た
も
の
)

の
使
用
の
実
態
を
示
す
｡
以
下
に
挙
げ
る
例
文
は
'
ア
ン
ケ
ー
ト
で
使
用

の
可
否
を
質
問
し
た
も
の
で
あ
る
｡
語
を
用
い
る
状
況
を
仮
定
L
t
そ
れ
ぞ

れ
に

(

)
内
に
付
し
た
｡

①

(医
者
が
あ
な
た
に
よ
く
効
く
薬
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
た
こ
と

を
'
家
族
に
伝
え
る
時
)

先
生
が
'
私
に
い
い
薬
を
く
れ
る
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
県
内
外
の
出
身
地
を
問
わ
ず
'
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
の

人
が
使
う
'
あ
る
い
は
違
和
感
が
な
い
と
回
答
し
た
｡
年
令
や
性
別
の
違
い

も
回
答
に
関
係
な
か
っ
た
｡

②

(友
人
と
物
の
取
り
合
い
で
喧
嘩
に
な
っ
た
時
)

こ
ん
な
も
の
い
つ
だ
っ
て
く
れ
て
や
る
よ
｡

こ
の
軽
蔑
の
心
情
を
含
ん
だ
用
法
も
'
出
身
地
を
問
わ
ず
八
三
パ
ー
セ

ン
ト
の
人
が
使
う
'
あ
る
い
は
違
和
感
が
な
い
と
回
答
し
た
｡
た
だ
し
'
こ

れ
は
動
詞

｢く
れ
る
｣
を
単
独
で
述
語
動
詞
と
し
た
例
で
は
な
い
の
で
'
｢く

れ
る
｣
を
単
独
で
用
い
た
文
を
使
っ
て
'
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
た
い
｡

そ
こ
で
'
次
か
ら
物
の
受
け
手
の
立
場
を
何
種
類
か
に
分
け
て
み
る
｡

ま
ず
は
'
物
の
与
え
手
と
受
け
手
と
が
立
場
的
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
か
'

上
下
関
係
を
あ
ま
り
意
識
し
な
い
親
し
い
間
柄
の
場
合
を
想
定
し
て
み
た
｡

他
の
授
受
動
詞
に
つ
い
て
も
同
じ
く
調
査
を
し
た
の
で
'
比
較
の
た
め
に
示

す
｡③

(同
年
代
の
友
人
に
'
物
を
与
え
る
時
)
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ー
a

こ
れ
'
く
れ
る
よ
｡

-
b

こ
れ
､
や
る
よ
｡

I
c

こ
れ
､
あ
げ
る
よ
｡

使
用
に
問
題
が
な
い
と
回
答
し
た
割
合
は
表
I
の
通
り
で
あ
る
｡

て
い
る
時
)
先
生
に
は
何
を
く
れ
た
ら
革
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
?

㊨

(子
ど
も
に

｢お
安
銭
｣
の
意
味
を
教
え
る
時
)

こ
れ
は
神
様
に
く
れ
る
お
金
で
す
よ
｡

あ?や?く? 1げCるbれa
る る

皮 使 皮

用 用 用

可 可 可

Lt 七 四 長野県

内也身蛋

○ 八五元 -

-▲_ ...▲._ 九 良野ノヽ八 ′ヽA 県外
○ ○ A四 出身

@秤 管 普 義2内 内

使用 以外使用可 使用

可 可

長野EI

九 九 県内出

身

九 ○ 五 享

○ 八 長野県

四 Lt 外也

上
下
関
係
を
あ
ま
り
意
識
し
な
い
間
柄
で
あ
っ
て
も
'
｢く
れ
る
｣
の
軽

蔑
の
心
情
を
意
識
し
て
か
'
｢与
え
る
｣
行
為
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
③
-

b
の

｢や
る
｣
や
t
よ
り
相
手
を
大
事
に
し
た
表
現
③
I
c
の

｢あ
げ
る
｣

を
使
お
う
と
す
る
傾
向
は
ど
ち
ら
の
回
答
群
に
も
あ
る
｡
し
か
し
､
｢く
れ

る
｣
を
た
め
ら
い
な
く
使
う
か
否
か
は
'
県
内
外
で
回
答
が
分
か
れ
た
｡

次
に
'
物
の
与
え
事
か
ら
見
て
､
受
け
手
が
目
上
に
あ
た
る
例
と
し
て

④
⑤
⑥
を
挙
げ
る
｡
結
果
は
表
2
の
よ
う
に
な
っ
た
｡

◎

(身
内
で
目
上
の
人
に
物
を
与
え
る
時
)

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
'
こ
の
よ
う
か
ん
く
れ
る
よ
｡

⑤

(子
ど
も
の
学
級
担
任
に
御
歳
暮
を
渡
そ
う
か
と
夫
婦
で
話
し
合
っ

こ
の
三
つ
の
遅
い
は
'
受
け
手
に
対
す
る
親
し
さ
の
度
合
い
に
あ
る
｡
県

内
出
身
群
に
､
目
上
で
も
身
内
に
対
し
て
な
ら
用
い
る
と
い
う
回
答
が
多
か

っ
た
｡
そ
の
う
ち
'
六
五

二
二
パ
ー
セ
ン
ト
が
身
内
以
外
で
も
使
用
可
能
で

あ
る
と
し
'
回
答
に

一
貫
性
が
見
ら
れ
た
｡
こ
の
結
果
か
ら

｢く
れ
る
｣

は
親
し
み
を
感
じ
､
上
下
関
係
を
意
識
せ
ず
に
す
む
相
手
に
対
し
て
よ
り

多
く
使
う
の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡

一
方
､
県
外
出
身
者
群
の
多
く
は
こ
の
目
上
の
人
に
対
し
て
用
い
る

｢く

れ
る
｣
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
｡
ま
た
'
そ
れ
は
身
内
で
あ
る
か
否
か
に

関
わ
り
な
く
使
わ
な
い
t
と
す
る
回
答
が
ほ
ぼ
全
員
か
ら
得
ら
れ
た
｡
県

外
出
身
者
は
､
与
え
手
が
持
つ
軽
蔑
の
心
情
は

｢く
れ
る
｣
の
意
味
の
中
で

か
な
り
強
い
要
素
だ
と
感
じ
'
目
上
の
人
に
用
い
た
ら
失
礼
に
あ
た
る
と
い
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う
意
識
が
働
く
か
ら
だ
ろ
う
｡

で
は
'
人
間
を
超
越
し
た
存
在
が
相
手
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
親
し
み

の
度
合
い
が
先
ほ
ど
よ
り
少
な
く
な
る
せ
い
か
､
県
内
出
身
者
群
の
回
答
も

少
な
い
｡
し
か
し
､
県
外
出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
と
す
る
表
現
を
･

こ
の
例
で
も
何
倍
も
の
割
合
で
使
っ
て
い
る
の
に
は
'
何
か
理
由
が
あ
り
そ

ぅ
で
あ
る
｡
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
'
今
度
は
県
内
出
身
者
群
で
⑥
の
神

に
対
し
て
も
使
う
と
回
答
し
た
人
を
地
域
別
に
集
計
L
t
構
成
比
を
示
し

た
の
が
'
グ
ラ
フ
I
で
あ
る
｡

【グ
ラ
フ
1】

結
果
に
は

か
な
り偏
り
が
あ

り
､
北信
と東
信
が

占
め
る割
合

が
か
な

り
大
き
か
っ
た
｡
また
'
こ
こ
で

年
齢
層に
よる
差
は
見
ら
れな
か

っ
た
｡

(

≡)

人
か
ら

｢く
れ
る
｣
を
使
わ
れ
た
場
合

親
し
み
の
度
合
い
や
人
間
関
係
の
意
識
が
ど
の
よ
う
に
語
の
使
用
実
鰻
に

反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
る
た
め
､
今
度
唱

自
分
が
使
わ
れ
た
場
合

の
感
情
を
示
し
た
い
｡

⑦
目
下
の
者
が
あ
な
た
に

｢こ
の
本
を
引
叫
到
よ
｣
と
言
っ
て
き
た
ら
･

ど
う
思
い
ま
す
か
｡
該
当
す
る
も
の
を
全
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
｡

ー
よ
く
あ
る
表
現
で
あ
る

2
親
し
み
を
感
じ
る

3
失
礼
な
言
い
方

で
あ
る

4
こ
と
ば
の
乱
れ
だ

5
別
に
ど
う
も
思
わ
な
い

6
そ
の
他
(6

は
自
由
記
述
)

今
度
は
⑥
で
の
結
果
を
踏
宇
久
'
出
身
地
域
別
に
分
け
て
結
果
を
示
す
｡

A

長
野
県
外
出
身
者
群

(長
野
県
内
在
住
)

回
答
の
結
果
は
グ
ラ
フ
2
に
示
す
通
り
で
あ
る
｡

県
外
出
身
者
群
は
'
｢く
れ
る
｣
の
共
通
語
的
用
法
を
意
識
し
て
い
る
た

め
か
'
目
下
か
ら
の
使
用
に
選
択
肢
2

｢失
礼
な
言
い
方
だ
｣
･
選
択
肢
4

｢言
葉
の
乱
れ
だ
｣
と
回
答
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
｡
選
択
肢
l
の

｢よ
く

あ
る
表
現
で
あ
る
｣
を
選
ん
だ
人
の
割
合
は
九

･
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
だ
っ
た

が
'
こ
の
多
く
は
選
択
肢
3
･
4
の
い
ず
れ
か
､

あ
る
い
は
両
方
と
合
わ
せ

て
選
ん
で
い
た
｡
こ
れ
は
'
｢く
れ
る
｣
を
間
違
っ
て
用
い
て
い
る
人
が
多
い
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よ
う
だ
･
と
い
う
実
態
を
報
告
し
た
回
答
だ
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
｡
た
だ
し
､
県
内
在
住
者
群
の
自
由
記
述
の
箇
所
を
見
る
と
'
選
択

肢
3
･
4
の
い
ず
れ
か
'
あ
る
い
は
両
方
を
選
ん
だ
上
で
'

･
長
野
の
方
言
だ
と
思
う
｡

･
方
言
な
の
か
'
間
違
っ
た
言
柔
道
い
な
の
か
わ
か
ら
な
い
｡

と
記
し
た
人
が
こ
の
回
答
群
の
半
数
近
い
人
数
見
ら
れ
た
｡

の
用
法
の
存
在
を
知
っ
た
た
め
に
､
そ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
共
逆
相
的
用
法

と
区
別
し
て
､
方
言
的
で
あ
る
と
ま
m
し
て
い
る
よ
う
だ
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
県
外
在
住
者
群
で
は
'
方
言
的
だ
と
す
る
指
摘
は
な

か
っ
た
ご

)
の
理
由
は
､
方
言
的
用
法
を
知
る
機
会
が
な
い
か
ら
だ
ろ
う
｡

そ
の
た
め
､
選
択
肢
3
･
4
の
い
ず
れ
か
'
あ
る
い
は
両
方
を
選
ん
だ
人
で
'

さ
ら
に
自
由
記
述
を
し
て
い
る
人
の
回
答
は
'

･
文
法
的
に
お
か
し
い
｡
(静
岡
県
浜
松
市
出
身
4
0
代
)

.
も
ら
え
る
の
か
あ
げ
る
の
か
意
味
が
つ
か
み
づ
ら
い
｡
(茨
城
県
水
戸

市
出
身
4
0
代
)

･
何
を
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
｡
(島
根
県
松
江
市
出
身
2
0
代
)

二
言
粥
遣
い
を
知
ら
な
い
奴
だ
と
思
う
｡
(熊
本
県
熊
本
市
出
身
5
0
代
)

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
他
方
､
こ
の
用
法
が
他
の
地
域
に
も
あ
る
と
い
う

記
述
も
あ
っ
た
｡

･
茨
城
で
は
普
通
の
表
現
な
の
で
茨
城
の
人
に
言
わ
れ
て
も
気
に
な
ら
な

い
｡
(茨
城
県
出
身
3
0
代
)

･
鹿
児
島
の
人
が
噂

っ
か
ら
気
に
な
ら
な
い
｡
(鹿
児
島
県
出
身
2
0
代
)

こ
れ
ら
は
'
方
言
あ
る
い
は
方
言
的
な
用
法
が
､
共
通
治
で
の
用
法
と

共
に
存
在
し
､
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
る
回
答
で
は
な
い
か
｡

F現
代
日
本
紹
方
言
大
辞
典
b
第
二
巻

(明
治
召
院

1
九
九
二
年
)
に
は
､

-34-

【く
れ
る
】
群
馬
-
や
る
｡

埼
玉
-

｢や
る
｣
の
意
味
で
も
ク
レ
ル
と
言
う
｡

長
野
県
内
で
こ

と
隣
接
県
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
｡
ま
た
'
山
本
周
五
郎
の

冒

べ
か



物
語
b
(山
本
周
五
郎
全
集

第
十
四
巻
)
の
中
に
'

｢み
ん
な
｣
と
長
が
急
に
言
っ
た
'
｢そ
れ
じ
ゃ
あ
こ
れ
先
生
に
く
ん

か
｡｣く

ん
か
と
は
､
贈
呈
し
よ
う
か
t
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
｡

｢な
せ
'
こ
れ
先
生
に
く
ん
べ
や
｡｣

｢先
生
､
こ
れ
先
生
に
封

叫
よ
｡｣
と
か
ん
ぶ
り
が
言
っ
た
､
｢み
ん
な
'

勝
手
へ
い
っ
て
あ
け
ん
べ
や
｡｣

(傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
)

と
い
う
用
例
が
あ
る
｡
こ
の
物
語
は
千
葉
県
浦
安
市
が
舞
台
だ
と
さ
れ
て
い

る
｡
目
上
で
あ
る

｢先
生
｣
に
対
し
て
生
徒
た
ち
が

｢く
ん
か
｣
｢く
ん
べ

や
｣
｢く
ん
よ
し
と
動
詞

｢く
れ
る
｣
が
方
言
化
し
た
形
の
語
を
用
い
て
い

る
｡
こ
こ
で
の
こ
れ
ら
の
表
現
に
も
､
共
通
語
的
な
軽
蔑
の
心
情
は
な
く
'

文
章
で
は

｢す
が
す
が
し
く
'
よ
み
が
え
っ
た
よ
う
な
顔
つ
き
｣
で
生
徒
た

ち
が
言
っ
た
言
桑
だ
と
さ
れ
て
い
る
｡

B

長
野
県
内
出
身
者
群

県
内
出
身
者
群
で
'
地
域
的
特
徴
が
見
ら
れ
た
結
果
を
示
す
｡
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グ
ラ
フ
3
は
選
択
肢
I
の
回
答
結
果
で
あ
る
｡
北
信

･
中
信

･
東
信
で

は
南
信
に
比
べ
て
目
下
か
ら
自
分
に

｢く
れ
る
｣
を
用
い
ら
れ
て
も
抵
抗
が

少
な
い
と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡
先
に
挙
げ
た
目
上
に
対
す
る
使
用
実
態
と

合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
'
こ
の
三
つ
の
地
域
に
は
'
相
手
と
の
上
下
関
係

を
あ
ま
り
意
識
せ
ず
に
使
わ
れ
る
用
法
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
｡
こ
の



回
答
者
に
､
合
わ
せ
て
選
択
肢
2
の

r親
し
み
を
感
じ
る
｣
や
選
択
肢
5
の

｢別
に
ど
う
も
思
わ
な
い
｣
を
選
ぶ
割
合
が
高
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
~
地
域

に
根
付
い
た
､
い
わ
ば
方
言
的
な
用
法
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
｡

【グ
ラ
フ
4

】

ま
た
'
グ
ラ
フ
4
を
見
る

と
'
選
択
肢
3
の

｢失
礼
な
言
い
方
で
あ
る
｣

の
回
答
率
が
先
ほ
ど
の
三
つ

の
地
域
に
比
べ
て
'
南
信
が
高
い
｡
こ
れ
は
'

軽
蔑
の
心
情
を
含
む
粥
泊
泊
の
意
味
で
の
泊
の
使
用
傾
向
が
強
く
'
前
述

の
方
言
的
な
用
法
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
｡
実
際
'

･
最
初
は
失
礼
な
言
い
方
に
感
じ
た
が
方
言
だ
と
わ
か
っ
た
｡
(南
信
2

0
代
)

と
い
う
意
見
が
あ
る
｡
た
だ
し
'
三
つ
の
地
域
で
も
目
下
の
人
か
ら
の
使
用

を

｢失
礼
で
あ
る
｣
と
感
じ
る
割
合
は
決
し
て
低
い
と
は
言
え
な
い
｡
こ
れ

は
､
共
退
治
的
用
法
と
方
言
的
用
法
の
両
方
が

rく
れ
る
｣
の
用
法
と
し

て
綻
諭
さ
れ
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
に
'
心
情
の
要
素
を
少
な
か

ら
ず
方
言
的
用
法
に
も
引
き
ず
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
｡
自
由
記
述

の
中
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
｡

一

･
方
言
と
し
て
用
い
て
い
る
の
な
ら
失
礼
だ
と
は
思
わ
な
い
｡
(北
信
5
0
代
)

36

･
相
手
が
同
じ
地
域
の
出
身
者
か
ど
う
か
知
り
た
く
な
る
｡
(東
信
3
0
代
)

一

･
友
達
の
つ
き
あ
い
で
は
よ
い
が
先
輩
後
輩
と
し
て
は
違
和
感
が
あ
る
｡

(中
信
2
0
代
)

.
身
内
な
ら
気
に
な
ら
な
い
が
'
そ
れ
以
外
の
関
係
の
人
だ
と
失
礼
だ
と

思
う
｡
(中
信
3
0
代
)

･
使
う
状
況
や
相
手
と
の
親
し
さ
に
よ
る
｡
(回
答
多
数
)

三
つ
の
地
域
で
も
'
方
言
的
な
用
法
が

一
人
歩
き
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
､
共
通
語
的
用
法
も
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
し
て
､

方
言
的
用
法
だ
と
認
識
し
て
い
る
人
の
場
合
は
'
親
し
さ
の
度
合
い
や
相
手

も
方
言
的
だ
と
理
解
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
'
｢く
れ
る
｣
を
使
い
分
け
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
｡



(4
)

植
物
に

｢く
れ
る
｣
を
使
う
場
合

さ
て
'
植
物
が
物
の
受
け
手
と
な
っ
た
場
合
'
｢く
れ
る
｣
は
ど
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
比
較
の
た
め

｢や
る
｣
も
調
べ
た
｡

⑧

(子
ど
も
に
花
に
水
を
か
け
さ
せ
る
時
)

I
a

花
に
水
を
く
れ
て
き
な
さ
い
｡

-
b

花
に
水
を
や
っ
て
き
な
さ
い
｡

前
述
し
た
'
人
に
対
し
て
の

｢く
れ
る
｣
の
方
言
的
用
法
が
反
映
さ
れ
て

い
る
と
予
想
し
､
再
び
出
身
地
域
別
に
結
果
を
見
て
い
く
｡

A

長
野
県
外
出
身
者
群

⑧

-
a
･
⑧
I
b
の
結
果
は
グ
ラ
フ
5
の
通
り
で
あ
る
｡

⑧

I
aの
｢く
れ
る
｣
よ
り
も
⑧
-
b
の

｢や
る
｣
の
方
が
共
通
語
的
な

使
用
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
な
お
'
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

｢使
用
し
な
い
｣

と
回
答
し
た
人
の
出
身
地
に
偏
り
は
な
か
っ
た
た
め
'
そ
の
出
身
地
の
方
言

的
用
法
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
､
こ
の
結
果
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
｡
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B

長
野
県
内
出
身
者
群

ま
ず
⑧
-
a
の
結
果
を
グ
ラ
フ
6
に
示
す
｡
前
述
し
た
目
下
か
ら
の

｢く

れ
る
｣
の
使
用
の
可
否
の
結
果
を
､
こ
こ
で
も
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
だ



ろ
う
｡
北
信

･
中
信

･
東
信
の
三
つ
の
地
域
で
の
使
用
率
が
､
南
信
に
比
べ

て
際
立
っ
て
高
い
｡
そ
し
て
方
言
的
な
用
法
と
し
て
根
付
い
て
い
る
の
か
を

見
る
た
め
､
年
齢
層
別
の
使
用
突
放
を
示
し
た
も
の
が
グ
ラ
フ
7
で
あ
る
｡

【グ
ラ
フ
6

】

【グ
ラ
フ
7

】

先
の
三
地
域
の
う
ち
'
特
に
北
信

･
東
信
は
ど
の
年
齢
層
で
も
用
い
て
い

る
｡
こ
れ
は
地
域
で
の
方
言
的
用
法
と
し
て
根
付
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
植
物
に
対
し
て

｢く
れ
る
｣
を
固
定
的
に
用
い
て
い
る
と

は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
'
｢く
れ
る
｣
｢や
る
｣
の
相
互
使
用

を
調
べ
た
｡



グ
ラ
フ
8
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
､
植
物
に
対
し
て

｢く
れ
る
｣
を
使
用

す
る
t
と
し
た
回
答
者
数
を

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
'
そ
の
中
で

｢や

る
｣
も
使
用
す
る
と
し
た
回
答
者
の
割
合
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
三
つ
の

地
域
間
で
差
が
出
来
た
そ
の
1
因
と
し
て
t
rく
れ
る
｣
の
使
用
の
根
付
き

方
が
考
え
ら
れ
る
｡
つ
ま
り
'
グ
ラ
フ
8
で
双
方
の
使
用
の
割
合
が
低
い
ほ

ど
'
共
通
語
的
使
用
と
の
間
で
の
揺
れ
が
少
な
く
､
｢く
れ
る
｣
を
多
様
な

場
面
に
用
い
て
い
る
と
言
え
る
｡
こ
の
三
つ
の
地
域
の
中
で
は
北
信
が
そ
の

傾
向
が
最
も
強
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

ま
た
'
共
通
語
あ
る
い
は
関
東
地
方
の
方
言
の
影
響
力
の
強
さ
も
'
差

を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
(3
)
で
方
言
辞
典
で
の
記
述
や
物
語

の
会
話
文
を
引
用
し
た
が
､
拒
離
的
に
東
信
が
最
も
近
く
､
そ
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
で
は
南
信
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
｢く
れ
る
｣
の
使
用
率
は
低
く
'
｢や

る
｣
の
使
用
率
が

1
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
｡
植
物
に
対
し
て
は
完
全

に

｢や
る
｣
を
用
い
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
｡
こ
れ
は
共

通
語
的
用
法
が
地
域
に
根
付
い
て
い
る
可
能
性
と
'
方
言
的
用
法
の
｢や
る
｣

が
根
付
い
て
い
る
可
能
性
の
両
方
が
考
え
ら
れ
る
｡

三

｢水
く
れ
当
番
｣
の
使
用
実
態

そ
れ
で
は
'
名
詞
化
し
た

｢水
く
れ
当
番
｣
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
｡
出
身
地
別
に
使
用
を
見
て
み
る
と
'
グ
ラ
フ
9
の
よ
う
な
結
果

で
あ
っ
た
｡
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｢水
く
れ
当
番
｣
と
は
'
花
に
水
を
与
え
る
係
の
名
称
で
あ
る
｡
長
野

県
で
特
に
小
学
校
の
教
員
や
児
童
が
口
に
す
る
語
で
あ
る
が
､
県
外
出
身

者
に
と
っ
て
は
違
和
感
が
あ
る
｡
名
詞
化
の
元
に
な
っ
た
表
現
は

｢(人
が
)

花
に
水
を
く
れ
る
｣
で
あ
る
が
'
先
の
辞
典
の
語
釈
の
二
に
あ
て
は
め
て
み

る
と
'
水
の
与
え
手

(人
)
が
受
け
手

(花
)
に
対
し
て
上
位
に
立
つ
こ
と

に
な
る
.
こ
こ
で
､
｢花
に
対
し
て
失
礼
な
表
現
で
あ
る
｣
と
注
意
す
る
人

は
い
な
い
だ
ろ
う
が
t
r軽
蔑
し
て
い
る
相
手
=
花
｣
と
矩
偶
物
で
あ
る
点

が
､
表
現
に
不
自
然
さ
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡

グ
ラ
フ
9
か
ら

｢水
く
れ
当
番
｣
は
長
野
県
内
で
も
'
北
信

･
東
伯

･

中
信
の
三
つ
の
地
域
に
根
付
い
た
言
葉
だ
と
い
え
る
｡
南
信
で
は
あ
ま
り
用

い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
な
ぜ
南
信
で
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
｡
こ
れ
は
前
述
し
た

｢く
れ
る
｣
の
用
法
を
反
映
し
た
結
果
だ
と
し
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡
確
認
し
て
み
た
い
｡

そ
こ
で
'
｢水
く
れ
当
番
｣
と
い
う
譜
を
用
い
る
場
面
に
つ
い
て
も
考
察
し

た
い
｡
｢水
く
れ
当
番
｣
は
社
会
生
活

一
般
で
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
語
と

は
言
い
難
い
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
学
校
生
活
で
用
い
る
語
と
考
え
る
の

が
自
然
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
'
何
ら
か
の
形
で
学
校
生
活
に
関
わ
っ
て
い

る
年
齢
層
の
人
か
､
学
童
期
に
こ
の
治
を
用
い
た
人
し
か
'
こ
の
語
を
耳
に

し
た
り
口
に
し
た
り
す
る
機
会
が
な
い
こ
と
に
な
る
｡

そ
こ
で
'
南
信
で
の
使
用
率
に
つ
い
て
'
年
齢
層
別
に
見
た
｡
学
童
期
に

近
い
世
代
'
今
現
在
学
虫
と
接
す
る
機
会
の
あ
る
教
師
の
世
代

･
父
母
の

世
代

･
祖
父
母
の
世
代
､
ま
た
接
す
る
機
会
が
な
い
世
代
t
と
結
果
が
分

か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
た
め
で
あ
る
｡
そ
の
結
果
が
､
グ
ラ
フ

1
0
で
あ
る
｡
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て
.
学
校
や
家
庭
で
南
信
以
外
の
出
身
の
親
や
教
師
が
こ
の
語
を
用
い
て
い

て
'
子
ど
も
が

｢水
く
れ
当
番
｣
と
い
う
語
を
覚
え
る
t
と
い
う
語
の
伝
播

状
況
が
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
は
'
年
代
に
よ
っ
て
使
用
率
に
差
が
出
て
い
る

こ
と
か
ら
'
何
ら
か
の
時
代
背
景
に
よ
る
影
響
も
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
が
'
そ
の
要
因
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
分
か
ら
な
い
｡

そ
れ
で
は
'
｢水
く
れ
当
番
｣
は
南
信
で
は
ど
ん
な
名
称
と
な
っ
て
い
る
の

か

｡

【グ
ラ
フ
1
1】

南
信
で
こ
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
人
は
三
十
代

･
四
十
代
の
層
に
多
い
｡

た
だ
し
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
高
年
齢
層
が
用
い
な
い
点
か
ら
~
こ
れ
は

南
信
に
根
付
い
て
い
な
い
語
だ
と
言
え
る
｡
そ
れ
で
は
'
多
く
は
な
い
が
な

ぜ
南
信
で
も
こ
の
語
を
用
い
る
と
回
答
す
る
人
が
い
る
の
か
｡
可
能
性
と
し



結
果
は
グ
ラ
フ
1
1
の
通
り
動
詞

｢や
る
｣
を
名
詞
化
し
た

｢水
や
り
当

番
｣
を
高
い
割
合
で
用
い
て
い
る
｡
南
信
で
は
こ
れ
が
根
付
い
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
｡
使
用
実
態
は
県
外
出
身
者
と
よ
く
似
て
い
て
'
こ
の
名
称

は
'
南
信
で
は
共
通
語
的
な
語
を
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

な
お
'
同
様
に
動
物
に
対
し
て
の
動
詞
及
び
名
詞
化
さ
れ
た
泊
の
使
用

実
態
も
調
査
し
た
が
､
植
物
に
対
し
て
の
使
用
の
結
果
と
対
応
し
て
い
た
｡

定
着
の
度
合
い
は
'
動
物
の
場
合
の

｢え
さ
く
れ
当
番
｣
よ
り
も

｢水
く

れ
当
番
｣
が
高
か
っ
た
｡
こ
れ
は
動
物

･
植
物
を
問
わ
ず
名
詞
化
し
た
語

を

一
貫
し
て
用
い
る
人
の
割
合
が
t
r水
く
れ
｣
を
用
い
る
人
の
約
八
〇
パ

ー
セ
ン
ト
に
留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
｡
｢え
さ
く
れ
｣
は

｢水
く
れ
｣

か
ら
類
推
的
に
出
来
た
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
､
ま
だ
地
域
に
完
全
に
根

付
い
て
は
い
な
い
｡

四

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
こ
と
は
三
点
あ
る
｡
第

一
に
'
｢く
れ
る
｣

の
方
言
的
用
法
は
長
野
県
全
体
で
な
く
北
信

･
中
信

･
来
信
に
あ
り
､
共

通
語
で
い
う

｢や
る
｣
に
相
当
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
南
信
は

｢く
れ
る
｣
｢や

る
｣
を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
｡
第
二
に
'
｢水
く
れ
当
番
｣
は
先
の
三
地

域
に
根
付
い
た
方
言
的
な
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
｢く
れ
る
｣
の
方

言
的
用
法
か
ら
生
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
第
三
は
'
三
地
域
と
南
信
と

で
用
法
が
異
な
る
原
因
の
1
つ
は
近
い
と
感
じ
る
都
市
の
追
い
に
あ
り
'
前

者
は
東
京

(関
東
圏
)'
後
者
は
名
古
屋

(中
京
圏
)
の
首
茄
の
影
轡
を

受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡

rく
れ
る
｣
は
共
通
治
に
も
あ
り
'
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
'

方
言
的
用
法
は
気
付
か
れ
に
く
い
｡
若
年
層
の
場
合
､
普
段
は
共
通
語
を

用
い
て
い
る
割
合
が
商
い
が
'
方
言
的
使
用
の
あ
る
地
域
出
身
者
の
場
合
､

意
前
せ
ず
に
方
言
と
し
て
用
い
て
い
る
の
か
､
共
通
語
的
使
用
の
上
で
誤
用

を
し
て
い
る
の
か

(不
適
切
な
用
い
方
を
し
て
い
る
の
か
)
見
極
め
が
難
し

い
｡
ま
た
'
後
者
の
よ
う
な
'
本
来
は
誤
用
と
さ
れ
る
用
法
が
ど
の
年
齢

層
に
ま
で
浸
透
し
て
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
｡
こ

れ
は
昨
今
話
J:題
と
な
っ
て
い
る
言
桑
の
乱
れ
や
誤
用
の
問
題
に
結
び
つ
く
可

能
性
が
あ
る
｡
意
識
さ
れ
に
く
い
現
象
で
あ
る
た
め
に
'
教
育
の
場
で
扱
う

に
も
工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
｡

な
お
､
本
稿
は
本
大
学
院
在
学
中
に
受
講
し
た
国
語
学
概
論

二

九
九

五
年
度

山
本
消
隆
教
官
)
で
の
レ
ポ
ー
ト
及
び
同
年
度
二
月
に
松
本
市

立
図
書
館
で
行
わ
れ
た
松
本
こ
と
ば
の
会
で
の
発
表
資
料
を
も
と
に
執
筆
し

た
｡
調
査
と
ま
と
め
に
多
く
の
方
の
御
協
力
と
御
助
言
を
戴
き
感
謝
し
て
い

る
｡

(す
ず
き

り
よ
う
こ

静
岡
県
立
小
山
高
等
学
校
教
諭
)
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