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假名遣について

假
名
遣
と
い
ふ
こ
と
は
、
決
し
て
珍
ら
し
い
事
で
は
な
く
、
大
抵
の
方
は
御
存
じ
の
事
と
お
も
ひ
ま
す
が
、
さ
て
、

そ
れ
で
は
そ
れ
は
全
體
ど
ん
な
事
か
と
聞
か
れ
た
場
合
に
、
十
分
明
か
な
解
答
を
與
へ
る
事
が
出
來
る
方
は
存
外
少

な
い
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ひ
ま
す
。
そ
れ
で
假
名
遣
と
は
ど
ん
な
事
か
、
又
ど
う
し
て
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
が
起

つ
た
か
と
い
ふ
や
う
な
、
假
名
遣
全
般
に
つ
い
て
、
一
通
り
の
說
明
を
試
み
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
。

假
名
遣
は
、
元
來
假
名
の
遣
ひ
か
た
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
今
日
に
於
て
は
、
さ
う
考
へ
て
お
い
て
ま
づ
間

違
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
卽
ち
、
假
名
遣
が
正
し
い
と
か
違
つ
て
ゐ
る
と
か
い
ふ
の
は
、
假
名
の
遣
ひ
方
が
正
し

い
と
か
間
違
つ
て
ゐ
る
と
か
い
ふ
事
で
あ
り
ま
す
。

御
承
知
の
如
く
、
我
國
で
は
、
漢
字
と
假
名
と
を
用
ゐ
て
言
語
を
書
く
事
と
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、
假
名
遣
は
勿

論
假
名
で
書
く
場
合
に
關
す
る
事
で
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
こ
と
ば
で
も
漢
字
で
書
く
場
合
は
、
全
く
之
と
關
係
が
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
假
名
は
も
と
漢
字
か
ら
出
來
た
も
の
で
、
假
名
が
ま
だ
出
來
な
か
つ
た
時
代
に
は
、
漢
字
を

假
名
と
同
じ
や
う
に
用
ゐ
て
日
本
語
を
書
い
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
か
や
う
に
假
名
の
や
う
に
用
ゐ
た
漢
字
を
、
萬

葉
假
名
と
申
し
て
、
假
名
の
一
種
と
し
て
取
扱
つ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
萬
葉
假
名
を
以
て
日
本
語
を
書
い
た
も
の
に

つ
い
て
も
、
や
は
り
假
名
遣
と
い
ふ
事
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。

か
や
う
に
、
假
名
遣
は
、
假
名
を
以
て
日
本
語
を
書
く
場
合
の
假
名
の
用
ゐ
方
を
さ
し
て
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
が
、

元
來
、
假
名
は
、
言
葉
の
音
を
寫
す
文
字
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
言
葉
の
音
と
之
を
寫
す
假
名
と
が
正
し
く
一
致
し
て
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居
つ
て
、
そ
の
書
き
方
が
一
定
し
、
そ
れ
以
外
の
書
き
方
が
無
い
場
合
に
は
、
ど
ん
な
假
名
を
用
ゐ
る
か
な
ど
い
ふ

疑
問
の
起
る
餘
地
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
假
名
の
使
ひ
方
、
卽
ち
、
假
名
遣
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
例
へ
ば
「
國
」
を
「
く
に
」
と
書
き
「
人
」
を
「
ひ
と
」
と
書
く
や
う
な
の
は
、
そ
の
外
に
書
き
方
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
そ
の
假
名
遣
は
問
題
と
な
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

然
る
に
、
違
つ
た
假
名
が
同
じ
音
に
發
音
せ
ら
れ
て
、
同
じ
音
に
對
し
て
二
つ
以
上
の
書
き
方
が
あ
る
場
合
、
た

と
へ
ば
、
イ
に
對
し
て
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」、
コ
ー
に
對
し
て
「
こ
う
」「
か
う
」「
こ
ふ
」「
か
ふ
」
と
い
ふ
書
き
方
が

あ
り
、
キ
ヨ
ー
に
對
し
て
「
き
や
う
」「
き
よ
う
」「
け
う
」「
け
ふ
」
と
い
ふ
書
き
方
が
あ
る
や
う
な
場
合
に
、
ど
の

場
合
に
ど
の
書
き
方
卽
ち
假
名
を
用
ゐ
る
か
が
問
題
と
な
り
、
假
名
遣
の
問
題
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
「
馬
」

「
梅
」
の
最
初
の
音
の
や
う
に
、
之
を
「
ウ
」
と
書
い
て
も
、
又
「
ム
」
と
書
い
て
も
、
實
際
の
發
音
に
正
し
く
あ
た

ら
な
い
や
う
な
場
合
、
卽
ち
適
當
な
書
き
方
の
無
い
場
合
に
も
、
亦
い
か
な
る
假
名
を
用
ゐ
て
あ
ら
は
す
べ
き
か
と

い
ふ
疑
問
が
生
じ
て
、
假
名
の
用
法
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
や
う
に
、
同
じ
音
に
對
し
て
二
つ
以
上
の
書
き
方
が
あ
つ
た
り
、
又
は
、
十
分
適
當
な
書
き
方
が
無
い
場
合
に

限
つ
て
、
い
か
な
る
假
名
を
用
ゐ
る
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
他
の
場
合
は
假
名
の
用
法
は
問
題

と
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
假
名
遣
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
語
義
か
ら
云
へ
ば
假
名
の
用
法
と
い
ふ
事
で
は

あ
り
ま
す
が
、
實
際
に
於
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
の
假
名
の
用
法
で
は
な
く
、
そ
の
用
法
が
問
題
と
な
る
場
合
の
み
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假名遣について

に
限
つ
て
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
假
名
遣
が
正
し
い
と
か
間
違
つ
て
ゐ
る
と
か
云
ひ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
何
か
の
標
準
を
立
て
て
、
或
る
書
き

方
を
正
し
い
と
定
め
、
之
に
違
ふ
も
の
を
間
違
ひ
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
を
標
準
と
す
る
の
で
せ
う
か
。

右
に
述
べ
た
や
う
な
、
假
名
の
用
ゐ
方
に
つ
い
て
疑
問
が
起
つ
た
場
合
に
、
之
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
は
、
い

ろ
い
ろ
の
も
の
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。

一
つ
は
、
同
じ
音
に
對
す
る
い
く
つ
か
の
書
き
方
を
す
べ
て
正
し
い
も
の
と
し
、
ど
の
方
法
を
用
ゐ
て
も
よ
い
と

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
へ
ば
「
親
孝
行
」
の
「
孝
行
」
は
「
こ
う
こ
う
」
で
も
「
か
う
か
う
」「
こ
ふ
こ
ふ
」「
か

ふ
か
ふ
」
で
も
「
こ
う
か
う
」「
こ
う
か
ふ
」「
こ
う
こ
ふ
」「
こ
ふ
こ
う
」「
か
う
こ
う
」「
か
う
こ
ふ
」「
か
う
か
ふ
」

「
か
ふ
こ
う
」「
か
ふ
こ
ふ
」「
か
ふ
か
う
」
で
も
、
ど
れ
で
も
よ
い
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
コ
ー
コ
ー
」

と
讀
め
さ
へ
す
れ
ば
、
ど
う
書
い
て
も
よ
い
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
か
や
う
な
や
り
方
で
は
、
同
じ
こ
と
ば
が
、

い
ろ
い
ろ
の
假
名
で
書
か
れ
る
事
と
な
つ
て
、
統
一
が
つ
か
な
い
事
に
な
り
ま
す
。

第
二
の
方
法
は
、
同
じ
音
を
示
す
い
ろ
〳
〵
の
書
き
方
の
中
、
一
つ
だ
け
を
正
し
い
も
の
と
き
め
て
、
そ
の
音
は

い
つ
も
そ
の
假
名
で
書
き
、
そ
の
他
の
書
き
方
は
す
べ
て
誤
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
コ
ー
の
音
に
對
し

て
「
こ
う
」「
こ
ふ
」「
か
う
」「
か
ふ
」
な
ど
の
書
き
方
が
あ
る
う
ち
、
例
へ
ば
「
こ
う
」
を
正
し
い
も
の
と
し
、
そ

の
他
を
誤
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
や
う
に
す
れ
ば
、
い
つ
も
同
じ
語
は
同
じ
假
名
で
書
か
れ
、
假
名
で
書
い
た

5



形
は
い
つ
も
定
ま
つ
て
統
一
さ
れ
ま
す
。
さ
う
し
て
ど
ん
な
語
で
あ
つ
て
も
、
同
じ
音
は
い
つ
も
同
じ
假
名
で
書
か

れ
る
事
と
な
り
ま
す
。
卽
ち
言
語
の
音
に
基
づ
い
て
假
名
を
統
一
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
語
の
如
何
に
係
は
ら
ず
、

同
一
の
音
は
同
一
の
假
名
で
書
き
表
は
す
と
い
ふ
意
味
で
、
こ
れ
を
表
音
的
假
名
遣
と
い
ひ
ま
す
。

第
三
の
方
法
は
、
第
二
の
方
法
と
同
じ
く
、
同
じ
音
を
表
は
す
い
ろ
〳
〵
の
書
き
方
の
中
、
一
つ
を
正
し
い
も
の

と
認
め
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
同
じ
音
で
あ
れ
ば
、
い
つ
も
同
じ
假
名
で
書
く
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で

世
間
に
用
ゐ
ら
れ
て
き
た
傳
統
的
な
、
根
據
の
あ
る
書
き
方
を
正
し
い
と
認
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
な
る
と
、

同
じ
音
で
あ
つ
て
も
、
こ
と
ば
に
よ
つ
て
書
き
方
が
違
つ
て
來
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
コ
ー
の
音
で
も
「
孝
行
」

は
「
か
う
か
う
」、
甲
乙
丙
丁
の
「
甲
」
は
「
か
ふ
」、「
奉
公
」
の
「
公
」
は
「
こ
う
」、「
劫
」
は
「
こ
ふ
」
と
書
く
の
が

正
し
い
事
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
傳
統
的
の
書
き
方
を
基
準
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
歷
史
的
假
名
遣
と
い
は
れ
ま
す
。

ど
ん
な
假
名
を
用
ゐ
る
の
が
正
し
い
か
を
定
め
る
に
は
、
大
體
以
上
三
つ
の
違
つ
た
方
法
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、
第
一
の
方
法
は
、
さ
う
發
音
す
る
事
が
出
來
る
假
名
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
假
名
を
用
ゐ
て
も
よ
い
と
す
る
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
特
別
に
假
名
遣
を
覺
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
は
ゞ
假
名
遣
解
消
論
と
で
も
い
ふ
べ

き
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
之
に
對
し
て
第
二
第
三
の
方
法
は
、
或
一
つ
の
き
ま
つ
た
書
き
方
を
正
し
い
と
し
、
そ
の

他
の
も
の
は
誤
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
別
に
そ
の
正
し
い
書
き
方
を
學
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
で
、
第
二
の
は
、
言
語
の
發
音
に
基
ゐ
て
、
そ
の
音
を
一
定
の
假
名
で
書
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
言
語
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假名遣について

の
正
し
い
發
音
さ
へ
わ
か
れ
ば
、
正
し
く
書
け
る
譯
で
あ
り
ま
す
。
第
三
の
は
、
同
じ
音
で
あ
つ
て
も
、
言
葉
に
よ

つ
て
そ
の
正
し
い
書
き
方
が
違
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
同
じ
音
に
讀
む
い
く
つ
か
の
書
き
方
に
は
そ
れ
〴
〵
き
ま
つ

た
用
ゐ
場
所
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
ど
の
語
に
は
ど
の
假
名
を
用
ゐ
る
か
が
き
ま
つ
て
を
り
、
又
同
じ
假
名
で
も
、

場
合
に
よ
つ
て
違
つ
た
讀
み
方
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
使
ひ
わ
け
が
か
な
り
複
雜
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
オ

と
發
音
す
る
假
名
で
も
、「
大
き
い
」
の
最
初
の
オ
に
は
「
お
」（「
お
く
や
ま
」
の
「
お
」）
を
用
ゐ
、
二
番
目
の
オ
に

は
「
ほ
」
を
用
ゐ
、「
靑
い
」
の
二
番
目
の
音
の
オ
に
は
「
を
」（「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
の
「
を
」）
を
用
ゐ
、「
葵
」
の

二
番
目
の
音
の
オ
に
は
「
ふ
」
を
用
ゐ
ま
す
。
又
同
じ
「
ふ
」
の
假
名
を
「
買
ふ
」
の
時
に
は
「
ウ
」
と
よ
み
、「
た

ふ
れ
る
」（
倒
）
の
時
に
は
オ
と
よ
み
ま
す
。「
け
ふ
」（
今
日
）
の
時
は
上
の
字
と
合
し
て
「
キ
ョ
ー
」
と
よ
み
、
甲

乙
丙
の
時
に
は
「
か
ふ
」
と
書
い
て
「
コ
ー
」
と
讀
み
ま
す
。「
急
行
列
車
」
の
急
は
「
き
ふ
」
と
書
い
て
「
キ
ュ
ー
」

と
よ
み
ま
す
。「
う
」
の
假
名
も
「
牛
馬
」
の
「
牛
」
の
時
に
は
「
ウ
」
と
よ
み
「
馬
」
の
時
に
は
ウ
マ
と
書
い
て

m
m

a

と
よ
み
ま
す
。

今
日
社
會
一
般
に
正
し
い
假
名
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
以
上
三
つ
の
方
法
の
中
、
第
三
の
も
の
卽
ち
歷
史
的

假
名
遣
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
今
申
し
ま
し
た
や
う
に
、
か
な
り
複
雜
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
實
際
に
於
て
は
、

誰
で
も
皆
之
を
正
し
く
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
な
く
、
隨
分
誤
つ
た
假
名
を
書
く
事
も
あ
り
ま
す
が
、
小
學
校
や
中
學
校

の
敎
科
書
の
類
も
、
こ
の
假
名
遣
を
用
ゐ
て
を
り
ま
す
し
、
政
府
の
法
令
の
類
も
こ
の
假
名
遣
に
從
ひ
、
新
聞
な
ど
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も
、
大
體
こ
の
假
名
遣
に
よ
り
、
た
ま
〳
〵
間
違
ひ
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
少
數
で
例
外
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
ま

た
、
多
く
の
人
々
は
、
十
分
こ
の
假
名
遣
を
知
ら
な
い
爲
、
間
違
つ
た
書
き
方
を
す
る
場
合
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
自

分
の
書
き
方
が
正
し
い
の
で
、
之
と
違
つ
た
正
し
い
假
名
遣
の
方
が
間
違
つ
て
ゐ
る
と
は
考
へ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
又
、

一
部
の
人
々
は
、
發
音
に
隨
つ
て
書
く
と
い
ふ
主
義
（
卽
ち
前
に
擧
げ
た
第
二
の
方
法
）
を
正
し
い
と
主
張
し
て
實

行
し
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
現
今
で
は
、
只
一
部
の
人
々
に
と
ゞ
ま
つ
て
、
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
居

ま
せ
ん
か
ら
、
只
今
の
と
こ
ろ
で
、
正
し
い
假
名
遣
と
見
る
べ
き
も
の
は
、
第
三
の
方
法
に
よ
る
も
の
卽
ち
歷
史
的

假
名
遣
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。
唯
、
そ
の
假
名
遣
の
知
識
が
徹
底
し
て
ゐ
な
い
爲
に
、
正
し
い
假
名

遣
が
わ
か
ら
ず
、
讀
め
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
と
い
ふ
の
で
、
間
違
つ
た
假
名
遣
を
用
ゐ
る
場
合
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
現

在
に
於
け
る
實
狀
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
の
假
名
遣
は
、
か
な
り
面
倒
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
之
を
す
べ
て
發
音
の
通
り
書
く
方
法
に
改
め
よ
う
と

す
る
考
や
運
動
が
、
旣
に
明
治
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
て
、
時
々
世
間
の
問
題
と
な
り
、
現
に
一
昨
年
も
、
こ
の
論
の

可
否
に
つ
い
て
新
聞
や
雜
誌
の
上
で
論
爭
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
將
來
は
と
に
か
く
、
今
日
に
於
て
は
右
に
述

べ
た
や
う
に
歷
史
的
假
名
遣
が
一
般
に
正
し
い
も
の
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
現

に
行
は
れ
て
ゐ
る
假
名
遣
に
つ
い
て
、
も
う
す
こ
し
說
明
し
た
い
と
お
も
ひ
ま
す
。

現
行
の
假
名
遣
は
、
江
戶
時
代
の
元
祿
年
間
に
契
沖
阿
闍
梨
が
定
め
た
も
の
に
基
づ
い
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す

8
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が
、
契
冲
は
決
し
て
勝
手
に
き
め
た
も
の
で
は
な
く
、
平
安
朝
半
以
前
の
假
名
の
用
法
に
基
づ
い
て
き
め
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
に
は
片
假
名
平
假
名
が
出
來
て
盛
に
行
は
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、「
い
ろ
は
」
で
區
別
す
る

だ
け
の
四
十
七
字
の
假
名
は
、
す
べ
て
そ
れ
〴
〵
違
つ
た
發
音
を
も
つ
て
を
り
、
現
今
で
は
同
音
に
發
音
す
る
い
と

ゐ
、
え
と
ゑ
、
お
と
を
も
皆
別
々
の
音
を
示
し
て
を
り
ま
し
た
。
卽
ち
四
十
七
字
の
假
名
が
大
體
に
於
て
そ
の
當
時

の
言
語
の
發
音
を
代
表
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
平
安
朝
半
以
後
に
な
る
と
、
こ
れ
等
の
音
が
變
化
し
て
同
じ
音

と
な
り
、
そ
れ
等
の
音
の
區
別
は
失
は
れ
ま
し
た
。
も
つ
と
古
く
奈
良
朝
の
頃
ま
で
溯
る
と
、
こ
れ
等
の
區
別
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
外
に
、
な
ほ
假
名
で
は
區
別
し
な
い
や
う
な
音
の
區
別
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
へ
ば
、「
け
」
で
も

「
タ
ケ武

」
や
「

サ
ケ
ブ叫

」
の
「
け
」
は
「

タ
ケ竹

」
や
「

サ
ケ酒

」
の
「
け
」
と
は
別
の
音
で
あ
つ
た
と
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
區
別
は

平
假
名
片
假
名
に
は
な
い
の
で
、
假
名
遣
の
問
題
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
等
の
音
は
、
平
安
朝
に
入
つ
て
は
同
音

と
な
り
、
假
名
の
出
來
た
時
代
に
は
同
じ
假
名
で
書
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
又
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
の
極
初
め
ま

で
は
、
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
の
區
別
、
卽
ち
エ（
e
）
と
イ
ェ
（
ye
）
の
區
別
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

區
別
も
、
假
名
で
は
書
き
あ
ら
は
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
例
へ
ば
「
獲
物
」
の
エ
は
e
「
笛
」「
枝
」
の
エ
は

ye
で
あ
り
ま
し
た
。）

そ
れ
故
、
契
沖
の
き
め
た
假
名
遣
は
、
平
安
朝
の
半
以
前
の
言
語
の
發
音
の
狀
態
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
代
に
は
、
現
今
同
じ
發
音
で
あ
つ
て
も
、
違
つ
た
假
名
で
書
く
も
の
は
、
違
つ
た
音
で
あ
り
、
今
は
違
つ
た
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音
で
よ
む
も
の
で
も
、
同
じ
假
名
で
書
く
も
の
は
、
同
じ
發
音
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
そ
れ
以
後
の
音
變
化
の

結
果
、
假
名
と
音
と
の
間
に
相
違
が
出
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
犬
の
イ
は
「
い
」（「
い
ろ
は
」
の
「
い
」）
で
あ
り
、

田
舍
の
イ
は
「
ゐ
」（「
な
ら
む
う
ゐ
」）
の
「
ゐ
」）
で
あ
り
ま
す
が
、「
い
」
は
古
く
は
イ
（
i
）
の
音
、「
ゐ
」
は

ウ
ィ
（
wi
）
の
音
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
後
に
な
つ
て
ウ
ィ
（
wi
）
が
イ
（
i
）
と
變
化
し
て
、
ど
ち

ら
も
同
じ
i
の
音
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
觀
ま
す
と
、
こ
の
假
名
遣
は
平
安
朝
半
以
前
の
言
語
の
發
音
を

代
表
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
や
う
な
發
音
變
化
の
結
果
、
も
と
違
つ
た
音
が
同
じ
音
に
な

り
、
又
同
じ
音
が
違
つ
た
音
に
な
つ
た
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
そ
の
假
名
は
昔
の
ま
ゝ
の
假
名
を
用
ゐ
る
の
を
正
し
い

と
し
て
之
を
守
つ
て
來
た
爲
に
、
發
音
と
假
名
と
の
間
に
相
違
を
生
じ
、
違
つ
た
假
名
を
同
音
に
發
音
し
、
又
同
じ

文
字
を
違
つ
た
音
で
よ
む
と
い
ふ
事
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

か
や
う
に
、
日
本
語
の
發
音
の
變
化
は
、
假
名
と
音
と
の
間
に
不
一
致
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
な
つ
た
の
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
れ
が
ま
た
假
名
遣
な
る
も
の
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
語
の
音
の
變
化

が
假
名
遣
と
ど
う
い
ふ
風
に
關
係
し
て
ゐ
る
か
を
猶
少
し
考
へ
て
見
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

平
安
朝
以
前
に
於
て
も
、
前
述
べ
た
如
く
音
の
變
化
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
時
代
に
は
假
名
遣
の
問
題
は
起
ら

な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
萬
葉
假
名
の
み
を
用
ゐ
た
奈
良
時
代
に
は
、
假
名
は
同
じ
音
な
ら
ば
ど
ん
な
字

を
用
ゐ
て
も
よ
い
と
い
ふ
主
義
で
用
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
平
安
朝
に
入
つ
て
も
、
同
じ
主
義
が
行
は
れ
た
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爲
、
古
く
は
發
音
に
區
別
が
あ
つ
て
も
、
旣
に
同
音
と
な
つ
た
以
上
は
同
じ
假
名
と
認
め
て
用
ゐ
た
か
ら
で
あ
り
ま

し
て
、
か
や
う
な
時
代
に
於
て
は
、
假
名
遣
の
問
題
な
ど
は
全
く
起
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

平
安
朝
に
入
つ
て
、
片
假
名
平
假
名
が
出
來
て
、
次
第
に
廣
く
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
平
安
朝
以

後
、
言
語
が
次
第
に
變
化
し
て
、
イ
ヰ
ヒ
、
オ
ヲ
ホ
、
エ
ヱ
ヘ
、
ワ
ハ
、
ウ
フ
な
ど
が
同
じ
發
音
に
な
り
、
ウ
マ
や
ウ

メ
な
ど
の
ウ
も
m
音
と
な
り
ま
し
た
が
、
假
名
に
書
く
場
合
に
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
假
名
を
用
ゐ
る
事
が
多
く
、

假
名
と
發
音
と
の
間
に
違
ひ
が
生
ず
る
や
う
に
な
つ
た
と
共
に
、
時
に
は
實
際
の
發
音
の
影
響
を
受
け
て
發
音
通
り

の
假
名
を
用
ゐ
る
事
も
あ
つ
て
、
假
名
の
混
亂
が
生
じ
、
同
じ
語
が
人
に
よ
り
場
合
に
よ
つ
て
い
ろ
〳
〵
に
書
か
れ

る
や
う
に
な
り
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
ま
す
〳
〵
混
亂
不
統
一
が
甚
し
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、
和
歌
の
名
匠
と

し
て
名
高
い
藤
原
定
家
が
、
こ
の
假
名
の
用
法
を
整
理
統
一
す
る
事
を
企
て
、
所
謂
定
家
假
名
遣
の
基
礎
を
作
り
ま

し
た
。
こ
ゝ
に
お
い
て
は
じ
め
て
假
名
遣
と
い
ふ
事
が
起
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
定
家
卿
が
定
め
た
の
は
、「
を
お
、

い
ゐ
ひ
、
え
ゑ
へ
」
の
八
つ
の
假
名
づ
か
ひ
で
あ
つ
て
、
ま
だ
不
完
全
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
吉
野
朝
時
代
に
、

行
阿
と
い
ふ
人
が
、
ほ
、
わ
、
は
、
む
、
う
、
ふ
、
の
六
條
を
補
ひ
ま
し
た
。

言
語
の
音
の
變
化
が
こ
ゝ
ま
で
に
及
ん
で
、
は
じ
め
て
假
名
遣
と
い
ふ
事
が
注
意
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
音
の
變
遷
は
そ
の
後
も
た
え
ま
せ
ん
。
卽
ち
室
町
時
代
ま
で
は
、
ジ
と
ヂ
、
ズ
と
ヅ
の
區
別
が
あ
り
、

又
、
ア
ウ
、
カ
ウ
、
サ
ウ
の
類
の
「
オ
ー
」
と
、
オ
ウ
、
コ
ウ
、
ソ
ウ
の
類
の
「
オ
ー
」
と
の
間
に
も
、
發
音
上
區
別
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が
あ
り
ま
し
た
が
、
江
戶
時
代
に
は
、
こ
の
區
別
が
な
く
な
つ
て
、
そ
れ
〴
〵
同
音
に
な
つ
た
爲
に
、
こ
れ
等
の
假

名
遣
が
問
題
と
な
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戶
初
期
以
來
の
假
名
遣
の
書
に
は
、
こ
れ
等
の
假
名
遣
が
說
い
て
あ

り
ま
す
。

そ
の
後
江
戶
時
代
に
於
て
、

ク
ワ菓

子
、

イ
ン因
グ
ワ果

な
ど
の
ク
ワ
、
グ
ワ
音
が
カ
音
に
變
じ
ま
し
た
の
で
、
又
そ
の
假
名
遣

が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

か
や
う
に
音
が
變
化
し
て
行
く
に
從
つ
て
、
假
名
遣
の
範
圍
が
ひ
ろ
ま
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て

今
日
の
假
名
遣
に
於
て
見
る
や
う
な
、
い
ろ
〳
〵
な
條
項
が
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
は
、
音
の
變
化
に
よ
つ
て
起
つ
た
も
の
で
、
現
行
の
假
名
遣
は
、
或
程
度
ま
で
、

過
去
の
日
本
語
の
音
聲
の
狀
態
を
あ
ら
は
し
、
そ
の
變
遷
の
跡
を
示
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
と
ば
の
起

源
や
歷
史
な
ど
を
知
る
爲
に
は
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
古
い
書
物
其
他
を
讀
む
に
も
必
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

西
洋
の
國
々
で
は
主
と
し
て
、
ロ
ー
マ
字
を
も
つ
て
そ
の
國
語
を
書
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
、
綴
字
法
（
ス
ペ

リ
ン
グ
）
と
い
ふ
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
語
に
於
け
る
假
名
遣
に
似
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ロ
ー
マ
字
は
日

本
の
假
名
と
同
じ
く
音
を
表
す
文
字
で
あ
り
、
同
じ
音
を
あ
ら
は
す
に
い
ろ
い
ろ
の
書
き
方
が
あ
り
、
ど
ん
な
文
字

で
書
く
か
は
、
語
に
よ
つ
て
き
ま
つ
て
ゐ
る
事
な
ど
今
の
假
名
遣
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
、
西
洋
語

の
綴
り
は
、
や
は
り
、
過
去
の
發
音
を
代
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
發
音
の
變
遷
の
結
果
、
文
字
と
發
音
と

12
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の
間
に
不
一
致
が
出
來
た
事
ま
で
も
、
日
本
の
假
名
遣
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
ゞ
違
つ
た
點
は
、
西
洋
の
ス

ペ
リ
ン
グ
は
、
ど
ん
な
語
に
於
て
も
あ
る
事
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
假
名
遣
は
、
假
名
が
違
つ
て
も
同
音
で
あ
る

場
合
や
、
同
じ
文
字
に
二
つ
以
上
の
讀
み
方
が
あ
つ
て
、
用
ゐ
場
所
が
疑
問
に
な
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
、
さ
う
で
な

い
場
合
、
た
と
へ
ば
、
ア
サ
（
朝
）
や
ヒ
ガ
シ
（
東
）
な
ど
の
場
合
に
は
全
然
關
係
が
な
い
事
で
あ
り
ま
す
。
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假名遣意見

私
は
御
覽
の
通
り
委
員
の
中
で
一
人
軍
服
を
着
し
て
居
り
ま
す
。
で
此
席
へ
は
個
人
と
し
て
出
て
居
り
ま
す
る
け

れ
ど
も
、
陸
軍
省
の
方
の
意
見
も
聽
取
つ
て
參
つ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
或
場
合
に
は
其
事
を
添
へ
て
申
さ
う
と
思
ひ

ま
す
。
最
初
に

か
な
づ
か
ひ

假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
ど
ん
な
も
の
だ
と
私
は
思
つ
て
居
る
か
、
そ
れ
か
ら
假
名
遣
に
は
ど
ん
な
歷

史
が
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
に

つ
い就

て
少
し
申
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
旣
に
今
日
ま
で

お
ほ大
つ
き槻

博
士
、

ふ
ぢ藤
を
か岡

君
等
の
や
う

な
老
先
生
、
そ
れ
か
ら
專
門
家
の

は芳
が賀

博
士
等
が

か斯
う

い云
ふ
問
題
に
就
い
て
は
十
分
御
述
べ
に
な
つ
て
あ
り
ま
す
か

ら
、
大
抵
盡
き
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
當
局
の
方
で
も
又
調
査
の
初
め
か
ら
此
事
に
關
係
し
て
居
ら
れ
る
渡
部
君

の
如
き
は
詳
し
い
說
明
を
致
さ
れ
ま
し
た
。
其
外
逹
識
な
る
矢
野
君
の
如
き
方
の
議
論
も
あ
り
ま
し
た
。
又
自
分
の

後
に
通
吿
に
な
つ
て
居
り
ま
す
中
に
は
伊
澤
君
の
や
う
な
經
驗
の
あ
る
人
も
あ
り
ま
す
。
又
其
の
他
諸
先
生
が
居
ら

れ
る
。
然
る
に
私
が
斯
ん
な
問
題
に
就
い
て
此
處
で
述
べ
る
と
云
ふ
の
は
誠
に
無
謀
で
あ
つ
ては

な
は甚

だ
を

こ
烏
許
が
ま
し
い

や
う
に
自
分
で
も
思
ひ
ま
す
。

し
か併

し
私
は
少
し
今
ま
で
聽
い
た
と
こ
ろ
と
觀
察
が
違
ひ
ま
す
の
で
、
物
の
見
や
う
が

違
つ
て
居
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
述
べ
て
置
か
ぬ
と
云
ふ
と
、
後
に
意
見
が
述
べ
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ

ゑ
や已

む
こ
と
を
得
ず
申
し
ま
す
。

一
體
假
名
遣
と
云
ふこ

と
ば詞

は
て
い定
か家

假
名
遣
な
ど
と
云
ふ
と
き
か
ら
始
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
そ
こ
で
此
物

を
指
し
て
自
分
は
單
に
假
名
遣
と
云
ひ
た
い
。
さ
う
し
て
單
に
假
名
遣
と
云
ふ
の
は
諸
君
の
方
で
言
は
れ
る
歷

史
的
の
假
名
遣

す
な
は卽

ち
古
學
者
の
假
名
遣
を
指
す
の
で
あ
り
ま
す
。
而
も
其
の
假
名
遣
と
云
ふ
者
を
私
は
外
國
の
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O
rthographie

と
全
く
同
一
な
性
質
の
も
の
と
認
定
し
て
居
り
ま
す
。
芳
賀
博
士
の
奇
警
な
る
御
演
說
に
よ
る
と
外

國
の
者
と
は
違
ふ
と
云
ふ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
此
點
に
於
て
は
少
し
私
は
別
な
意
見
を
持
つ
て
居
り
ま
す
。

お主
も
に
違
ふ
と
云
ふ
こ
と
の
論
據
に
な
つ
て
居
り
ま
す
る
の
は
外
國
のO

rthographie

は
廣
く
人
民
の
用
ゐ
る
も
の

で
あ
る
、
我
邦
の
假
名
遣
は
少
數
者
の
用
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
併
し
さ
う
云
ふ
や
う
に
假

名
遣
が
廣
く
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
と
行
は
れ
て
居
る
と
の
別
と
云
ふ
も
の
は
、
或
は
其
の
國
の
敎
育
の
普
及
の
程
度
に

も
關
係
し
ま
す
。
又
敎
育
の
方
向
、
ど
う
云
ふ
向
き
に
敎
育
が
向
い
て
居
る
か
と
云
ふ
こ
と
に
も
關
係
し
ま
す
の
で

あ
り
ま
す
。
元
來
物
の
性
質
か
ら
言
つ
て
見
れ
ば
外
國
のO

rthographie

と
我
が
假
名
遣
と
は
同
一
な
も
の
で
あ
る
、

同
一
に
考
へ
て
差
支
な
い
や
う
に
信
じ
ま
す
。
一
體
假
名
遣
を
歷
史
的
と
稱
す
る
の
は
或
る
宣
吿
を
假
名
遣
に
與
へ

る
や
う
な
も
の
で
あ
つ
て
私
は
好
ま
な
い
。
一
體
假
名
遣
を
觀
る
に
は
凡
そ
三
つ
の
方
面
か
ら
觀
察
す
る
こ
と
が
出

來
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
卽
ち
一
は
歷
史
的
の
方
面
で
あ
る
。
一
は
發
音
的
卽
ちPhonetik

の
方
面
で
あ
る
。
其
の
外

に
ま
だ
語
原
的
卽
ちE

tym
ologie

か
ら
觀
る
と
云
ふ
見
方
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
是
れ
は
先
づ
歷
史
的
と
或
る

關
係
を
有
つ
て
居
る
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
一
國
の
言
葉
が
初
め
口
語
で
あ
つ
た
の
が
、
文
語
に
な
る
時
に
、
此
の
日

本
の
假
名
の
や
う
に
音
字
を
用
ゐ
て
書
上
げ
る
と
云
ふ
、
さ
う
云
ふ
初
め
の
場
合
に
は
、
無
論
假
名
遣
は
發
音
的
で

あ
る
に
は
違
ひ
な
い
。
然
る
に
其
の
口
語
と
云
ふ
も
の
は
段
々
變
遷
し
て
來
る
。
一
旦
書
い
た
も
の
が
其
の
變
遷
に

遲
れ
る
と
歷
史
的
に
な
る
。
そ
こ
で
歷
史
的
と
云
ふ
こ
と
が
起
つ
て
來
ま
す
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら

ど何
の
國
の
假
名
遣
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假名遣意見

で
も
保
守
的
の
性
質
と
云
ふ
も
の
を
有
つ
て
居
る
の
は
無
論
で
あ
る
。
日
本
の
も
同
樣
と
思
つ
て
居
る
。
さ
う
し
て

見
れ
ば
之
に
對
し
て
改
正
の
運
動
が
起
つ
て
來
る
と
云
ふ
こ
と
は
無
論
な
の
で
あ
り
ま
す
、
必
然
の
勢
で
あ
り
ま
す
。

又
そ
れ
を
改
正
し
よ
う
と
云
ふ
に
は
發
音
的
の
向
き
に
改
正
し
よ
う
と
考
へ
る
の
は
是
れ
も
亦
必
然
の
勢
で
あ
り
ま

す
。
此
側
の
主
張
は
殊
に
大
槻
博
士
の
御
說
が
最
も
明
瞭
に
、
最
も
純
粹
に
私
に
は
聽
取
ら
れ
ま
し
た
。
假
に
今
日

發
音
的
に
新
し
く
或
る
假
名
を
定
め
ら
れ
た
と
考
へ
ま
せ
う
。
さ
う
し
た
な
ら
ば
此
の
新
し
い
假
名
遣
が
又
間
も
な

く
歷
史
的
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
語
原
的
と
申
す
意
味
を
此
處
に
說
明
し
ま
す
る
と
云
ふ
と
、

こ是
れ
は

歷
史
的
と
密
接
の
關
係
を
有
つ
て
居
り
ま
す
。
外
の
國
のO

rthographie

に
於
て
語
原
的
と
云
ふ
こ
と
に
は
一
種
の

特
殊
な
意
味
を
有
た
せ
て
あ
り
ま
す
。
一
例
を
以
て
言
ひ
ま
す
る
と
、
國
語
の
「
す
う
」
と
云
ふ
こ
と
は
之
を
「
す

ゑ
」
と
云
ふ
と
き
に
は

わ和
行
の
「
ゑ
」
を
書
く
。
是
れ
は
獨
逸
の
例
で
言
ひ
ま
す
と
、
獨
逸
で
「
愛
す
る
」
と
云
ふ
詞

でlieben

と
云
ふ
動
詞
が
あ
り
ま
す
。
之
れ
を
形
容
詞
に
す
る
とlieb

と
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
「
プ
」
の
字
を
書

か
ず
に
「
ブ
」
の
字
を
書
い
て
あ
る
。
斯
う
云
ふ
意
味
に
假
名
遣
の
發
音
と
相
違
す
る
點
を
、

お主
も
に
語
原
的
と
外

國
で
は
申
し
て
居
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
斯
う
云
ふ
側
の
こ
と
を
藤
岡
君
の
音
義
說
に
於
て
五
十
音
圖
に
照
し
て
御

說
明
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
一
體
本
會
の
狀
況
を
觀
ま
す
る
と
云
ふ
と
、そ

も
そ抑

も
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
の
存
在
か

ら
し
て
疑
は
れ
て
居
る
。
有
る
か
無
い
か
有
無
の
論
、
少
く
も
定
つ
て
居
る
か
定
つ
て
居
ら
ぬ
か
と
云
ふ
定
不
定
の

御
論
が
あ
る
の
で
あ
る
。
當
局
は
兎
に
角
極
つ
た
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
あ
る
も
の
だ
と
お
認
め
に
な
つ
て
居
り
ま
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す
。
併
し
芳
賀
博
士
の
如
き
は
、

み三
や
け宅

博
士
に
お
答
に
な
つ
た
言
葉
で
見
る
と
云
ふ
と
、
多
少
條
件
付
で
假
名
遣
の

存
在
を
認
め
て
居
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
殆
ど

き
ま極

つ
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
や
う
な
風
に
御
述
べ
に
な
つ
て
居
る
や
う
に
聽

き
ま
し
た
。
其
の
極
つ
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
の
は
少
數
者
し
か
用
ゐ
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
意
義
で
あ
つ
た
や
う
に
聽
き
ま

し
た
。
之
に
就
い
て
は
私
は
後
に
又
自
分
の
意
見
を
申
し
ま
す
。
自
分
は
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
、　は
、　つ
、　き
、　り

存
在
し

て
居
る
も
の
の
や
う
に
認
め
て
居
り
ま
す
。

け
い契
ち
ゆ
う冲

以
來
の
古
學
者
の
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
、
昔
の
發
音
に
基
い

た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
の
發
音
と

く
ら較

べ
て
見
て
も
其
の
懸
隔
が
餘
り
大
き
く
は
な
い
と
思
ふ
。
卽
ち
根
底

か
ら

こ
れ之

を
破
壞
し
て
新
に
假
名
遣
を
再
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
程
懸
隔
し
て
は
居
ら
ぬ
や
う
に
見
て
居
り
ま

す
。お

ほ
よ凡

そ
「
有
物
有
則
」
で
あ
り
ま
し
て
口
語
の
上
に
旣
に
則
と
云
ふ
者
は
自
然
に
あ
る
。
此
の
則
と
云
ふ
こ
と
は

文
語
に
な
つ
て
來
て
か
ら
又
一
層

く
は精

し
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
中
で
最
も
發
音
的
に
完
全
な
假
名
は
古
い
所

で
はSanskrit

の
音
字
、
新
し
い
所
で
は

イ
タ
リ
ア

伊
太
利
の
音
字
だ
と
申
し
ま
す
。

し
か而

も
我
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
はSanskrit

に
較
べ
て
も
そ
ん
な
に
劣
つ
て
居
ら
ぬ
や
う
な
立
派
な
も
の
で
あ
つ
て
、
自
分
に
は
貴
重
品
の
や
う
に
信
ぜ
ら
れ
ま

す
る
。
ど
う
か
斯
う
云
ふ
貴
重
品
は

て
い鄭
ち
よ
う重

に
扱
つ
て
、

た
と
ひ

縱
令
そ
れ
に
改
正
を
加
へ
る
と
云
ふ
に
し
て
も
、
徐
々
に

致
し
た
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。M

ax
M

ueller
の
言
葉
に
「
口
語
に

と
う頭
ら
く絡

とき
や
う韁

と
を
加
へ
て
文
語
を
作
つ

て
居
る
」
と
云
つ
て
居
り
ま
す
。
馬
の
頭
に
掛
け
る
馬
具
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
文
語
に
於
け
る
假
名
遣
と
云
ふ
も

の
、
此
の
韁
は
決
し
て

く
ち朽

て
用
に
堪
へ
ぬ
樣
に
な
つ
て
居
る
の
で
は
無
い
、
ま
だ
十
分
力
の
あ
る
も
の
だ
と
云
ふ
こ
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假名遣意見

と
を
自
分
は
信
じ
て
居
り
ま
す
。

そ
こ
で
假
名
遣
の
歷
史
に
付
き
ま
し
て
自
分
の
觀
察
を
異
に
し
て
居
る
點
を
二
、
三
申
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
古

代
の
假
名
遣
、
殊
に
延
曆
遷
都
前
の
假
名
遣
に
付
き
ま
し
て
大
槻
、
芳
賀
兩
博
士
等
の
御
論
が
あ
り
ま
し
た
。
其
の

大
意
は
是
れ
は
其
の
當
時
の
國
民
普
通
の
口
語
で
あ
つ
て
、
是
れ
が
此
頃
出
來
た
出
來
た
て
の
假
名
で
發
音
的
に
書

か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
國
民
が
皆
之
れ
を
用
ゐ
て
居
る
、
丁
度
現
狀
の
反
對
で
あ
る
、
斯
う
云
ふ
風
な
御
論
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
さ
う
云
ふ
國
民
全
體
が
用
ゐ
て
居
り
ま
す
る
假
名
遣
に
、
本
當
の
存
在
權
が
あ
る
の
で
あ
る
、
今
日

の
や
う
に
少
數
者
の
も
の
に
な
つ
て
は
、
最
早
活
き
て
居
な
い
、
死
物
に
な
つ
て
居
る
と
云
ふ
風
に
聽
取
れ
ま
し
た
。

さ
て扨

そ
れ
か
ら
時
が
移
つ
て
次
の
期
に
入
り
ま
す
。
遷
都
後
天
曆
ま
で
と
限
り
ま
せ
う
。
是
れ
は
古
事
記
傳
に
斯
う
云

ふ
境
界
を
立
て
た
の
が
初
め
で
あ
り
ま
せ
う
。
天
曆
ま
で
卽
ち
十
世
紀
頃
で
あ
り
ま
す
。
此
間
に
音
便
が
生
じ
て
來

た
と
云
ふ
こ
と
は
今
ま
で
の
御
論
に
も
あ
り
ま
し
た
。
此
の
音
便
と
云
ふ
者
は
最
早
是
れ
は
文
語
の
衰
替
の
現
象
で

あ
る
。
其
の
事
は
本
居
あ
た
り
で
も
「
く
づ
れ
た
る
も
の
」
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
り
ま
す
。
衰
替
の
現
象
で
あ

り
ま
す
。
併
し

と兎
に

か
く角

そ
れ
が
直
に
發
音
的
に
寫
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
扨

こ
れ是
ま
で迄

の
假
名
は
國
民
の
共
有
物
で
あ
る
、

此
後
に
は
少
數
者
の
使
ふ
も
の
に
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
多
く
は
見
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
併
し
斯
う
云
ふ
古
い
時
代

の
假
名
遣
が
果
し
て
國
民
一
般
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
か
。
此
問
題
に
付
い
て
は
外
國
の
例
を
較
べ
て
見
ま
す
と
云

ふ
と
、
餘
程
疑
ふ
べ
き
餘
地
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。M

ax
M

ueller
等
はD

ialect

卽
ち
方
言
と
云
ふ
詞
を
斯
う
云
ふ
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所
に
用
ゐ
ま
す
。
古
代
に
於
て
は
何
處
の
國
で
も
方
言
は
澤
山
あ
つ
た
。

そ其
の

う
ち中

或
る
者
が
勢
力
を
得
て
、
そ
れ
が

文
語
に
な
る
と
云
ふ
と
、
他
の
方
言
は
勢
力
を
失
ふ
か
ら
し
て
、
其
の
文
語
の
爲
に
壓
倒
せ
ら
れ
る
。
斯
う
云
ふ
風

に
認
め
て
居
り
ま
す
る
が
、
或
は
我
邦
の
古
代
で
も
文
語
に
な
つ
て
居
る
言
葉
の
外
に
澤
山
の
方
言
が
あ
つ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
見
る
と
假
名
遣
は
旣
に
出
來
た
初
め
か
ら
少
數
者
の
假
名
遣
を

多
數
者
に
用
ゐ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
と
云
ふ
疑
が
あ
り
得
る
と
思
ひ
ま
す
。
古
い

ラ
テ
ン

拉
甸
語
の
如
き
は

あ
れ
はL

atium

の
中
のR

om
a

の
中
の
上
流
者
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
をL

ivius
A

ndronicus

な
ど
の
力
で
文
語
と

し
て
、
そ
れ
を
編
成
し
て
、
そ
こ
で
拉
甸
語
と
云
ふ
も
の
が
段
々
に

ヨ
オ
ロ
ツ
パ

歐
羅
巴
全
體
に
ま
で
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た

と
論
じ
て
居
り
ま
す
。
或
は
日
本
の
も
初
め
か
ら
そ
ん
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
し
て
見
る
と
云
ふ
と
、
昔

の
假
名
遣
は
國
民
全
體
の
用
ゐ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
是
れ
は
存
在
す
る
權
利
が
あ
る
が
、
今
日
は
少
數
者
が
用
ゐ
る

か
ら
さ
う
云
ふ
權
利
が
な
い
と
云
ふ
議
論
は
、
或
は
さ
う
疑
も
無
い
事
實
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ぬ
か
と
も
思
ふ
。
そ

れ
か
ら
中
世
に
な
り
ま
し
て
次
第
に
此
の
一
旦
定
つ
た
文
語
の
衰
替
を
來
し
、
言
葉
が
亂
れ
る
、
そ
れ
を
正
さ
う
と

思
ふ
個
人
の
運
動
が
起
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
先
日
も
御
引
き
に
な
つ
た
藤
原
基
俊
の

は
う保
え
ん延

の
こ
ろ
卽
ち
十
二
世

紀
の
「

え
つ悅
も
く目
せ
う抄

」
の
假
名
遣
、
初
て
此
の
假
名
遣
で
詞
の
上
中
下
に
置
く
假
名
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
が
出
て
來
ま
し

た
。
次
い
で
所
謂
定
家
假
名
遣
が
出
て
參
り
ま
し
た
。
定
家
假
名
遣
と
云
ふ
の
は
定
家
卿
が
「

し
ふ拾
ゐ遺
ぐ愚
さ
う草

」
を
淸
書

さ
せ
る
と
き
に

お
ほ大
ひ
の炊
す
け介

親
行
と
云
ふ
人
に
之
れ
を
命
じ
た
、
其
の
親
行
が
書
き
方
を
定
め
た
と
云
ふ
こ
と
に
傳
は
つ
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假名遣意見

て
居
り
ま
す
。
世
間
に

る流
ふ布

し
て
ゐ
る
定
家
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
親
行
の
孫
の
行
阿
の
「
假
名
文
字
遣
」
に
據
る

の
で
、
是
れ
に
は
種
々
な
版
が
あ
り
ま
す
。
假
名
遣
と
云
ふ
語
は
一
體
其
の
邊
か
ら
起
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
此

の
定
家
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
を
國
語
の
變
遷
に
伴
つ
て
發
音
的
に
作
つ
た
も
の
だ
と
云
ふ
や
う
に
見
た
人
も
前
か
ら

あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
さ
う
で
な
い
や
う
に
思
ふ
。
兎
に
角
素
直
に
發
音
に
從
つ
て
作
つ
た
も
の
で
な
い
、

い
ろ
〳
〵
な
理
窟
が
あ
る
。
例
へ
ば
四
聲
に
由
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
を
盛
ん
に
說
い
て
あ
り
ま
す
。
此
四
聲
と
云

ふ
も
の
に
依
つ
て
定
め
る
定
め
方
はす

こ
ぶ頗

る
、　こ
、　じ
、　つ
、　け
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
芳
賀
博
士
も
獨
斷
だ
と
仰

し
や
い
ま
し
た
が
、
餘
程
獨
斷
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
と
思
ひ
ま
す
。
醫
者
の
本
を
見
ま
す
る
と
、
中
頃
に
陰
陽
五
行
を

以
て
有
ゆ
る
病
氣
の
こ
と
が
說
明
し
て
あ
り
ま
す
。
丁
度
あ
ゝ
云
ふ
氣
持
が
し
ま
す
。
一
體
此
中
頃
の
定
家
假
名
遣

と
云
ふ
も
の
を
國
語
の
變
遷
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
か
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。
一
體
國
語
の
變
遷

と
云
ふ
も
の
は
無
論
口
語
卽
ち
方
言
に
の
み
有
る
筈
で
あ
る
。
是
れ
は
さ
う
で
は
な
く
し
て
文
語
だ
け
の
一
時
の
現

象
で
あ
る
。
變
遷
と
云
ふ
こ
と
をM

ueller
は
二
つ
に
別
つ
て
を
り
ま
し
て
、
言
葉
が
本
當
に
生
長
す
る
の
が
本
當

の
變
遷
で
あ
る
、
そ
れ
か
ら
言
葉
が
衰
替
し
て
來
る
の
は
別
で
あ
る
と
云
つ
て
居
り
ま
す
が
、
無
論
生
長
と
云
ふ
こ

と
は
口
語
に
し
か
無
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
假
名
遣
に
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ
う
し
て
見
る
と
衰
替
現
象

で
あ
る
の
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
此
の
衰
替
の
中
で
も
殊
に
定
家
假
名
遣
な
ど
は
或
時
代
の
一
の
病
氣
の
や
う
に
見

ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
芳
賀
博
士
は
少
し
之
に
付
い
て

き杞
い
う憂

を
抱
い
て
御
出
で
に
な
る
。
そ
れ
は
若
し
斯
う
云
ふ
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時
代
の
中
世
の
變
遷
を
認
め
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
鎌
倉
以
後
の
文
學
が
度
外
視
せ
ら
れ
は
す
ま
い
か
と
云
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
其
の
主
も
な
る
證
據
は
所
謂
「
い
ひ
か
け
」
が
證
據
に
な
つ
て
居
る
。
是
れ
は
私
は
さ
う
は
思
ひ
ま
せ
ぬ
。

「
い
ひ
か
け
」
と
云
ふ
も
の
は
古
代
は
少
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
萬
葉
集
あ
た
り
は
極
く
少
い
。「
名
が
立
つ
」
を

「
立
田
山
」
に
か
け
る
等
、
成
程
皆
同
音
で
あ
る
。
同
じ
音
で
な
け
れ
ば
「
い
ひ
か
け
」
に
な
つ
て
居
な
い
。
然
る
に

旣
に
定
家
卿
よ
り
前
に
も
、
是
れ
が
變
化
し
て
來
ま
し
て
、
變
つ
た
音
の
「
い
ひ
か
け
」
が
あ
る
。
俊
成
卿
は

あ逢
ひ
と

云
ふ

は波
行
の
「
あ
ひ
」
を
草
木
の
和
行
の

あ
ゐ藍

に
、
其
の
外
戀
を

こ木
ゐ居

に
か
け
る
。
こ
ん
な
「
い
ひ
か
け
」
が
出
て
來
ま

す
。
是
れ
が
成
程
定
家
假
名
遣
の
出
た
後
に
は
愈
々
盛
ん
に
な
つ
て
來
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
是
れ
は
單
に
修
辭

上R
hetorik

上
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
同
音
の
「
い
ひ
か
け
」
と
云
ふ
も
の
が
あ
つ
た
の
に
、
後
世
に
至
つ
て
類

音
の
「
い
ひ
か
け
」
が
出
來
た
と
斯
う
認
定
す
れ
ば
、
そ
れ
で
足
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
に
付
い
て
何
か
後

世
の
人
が
極
ま
り
を
付
け
よ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
上
か
ら
か
か
つ
て
居
る
假
名
に
書
く
か
、
下
で
受
け
る
方
の
假
名

に
書
く
か
と
云
ふ
こ
と
を
極
め
て
置
き
さ
へ
す
れ
ば
、
其
位
な
規
定
を
書
方
に
設
け
た
な
ら
ば
、
之
を
認
め
て
置
い

て
一
向

さ
し差
つ
か
へ支

な
い
。
類
音
の
「
い
ひ
か
け
」
が
新
に
修
辭
上
に
出
來
た
と
思
へ
ば
何
の
差
支
も
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ

か
ら
定
家
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
、
是
れ
は
少
數
者
の
用
ゐ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
之

に
は
多
少
異
議
を
挾
み
得
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
北
朝
の
文
和
、
北
朝
の
年
號
に
文
和
と
云
ふ
の
が
あ
り
ま
す
、
十

四
世
紀
の
頃
、
彼
の
文
和
の
頃
に

ご
ん權
せ
う少
そ
う僧
づ都

成
俊
が
萬
葉
集
の
奧
書
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
「

て
ん
か
た
い
て
い
か
の
し
き
を
ま
も
り
て

天
下
大
底
守
彼
式
、
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こ
れ
に
こ
と
な
る
や
か
ら
ひ
と
り
と
し
て
こ
れ
な
し

而
異
之
族
一
人
而
無
之
」、「
彼
式
」
と
云
ふ
の
は
定
家
假
名
遣
で
あ
り
ま
す
。
一
人
も
之
れ
に
從
は
ぬ
者
は
な
い

と
云
つ
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
併
し
此
の
天
下
と
云
ふ
の
は
詰
り
敎
育
の
あ
る
或
る
社
會
を
指
し
た
の
で
あ
り
ま

せ
う
か
ら
、
成
程
定
家
假
名
遣
を
國
民
全
體
が
用
ゐ
た
と
云
ふ
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
是
れ
は
多
分
少
數
で
あ
り
ま

し
た
で
せ
う
。
そ
れ
か
ら
古
學
者
の
假
名
遣
が
出
て
來
ま
す
。
前
に
申
し
ま
し
た
成
俊
の
萬
葉
集
の
奧
書
な
ど
を

見
ま
す
る
と
云
ふ
と
、
旣
に
假
名
遣
の
復
古
を
企
つ
て
居
り
ま
す
。
自
分
の
古
い
假
名
遣
を
使
ふ
の
を
「

へ
き僻
あ
ん案

」
だ

と
云
つ
て
謙
遜
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
兎
に
角
古
い
假
名
遣
に
由
つ
て
假
名
を
施
し
た
。
そ
れ
に
次
い
で
契
冲
の

「
わ和
じ
し
や
う

字
正

ら
ん濫
せ
う抄

」、
こ
れ
は
元
祿
六
年
の
序
が
あ
り
ま
す
、
十
七
世
紀
の
頃
で
あ
り
ま
す
。
是
等
が
先
づ
復
古
の
初
り

で
あ
り
ま
し
て
、
其
の
後
の
歷
史
は
私
が

こ此
こ處

で
述
べ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
芳
賀
博
士
は
之
れ
をR

enaissance

だ
と
云
は
れ
ま
し
た
。
成
程
適
當
の
こ
と
と
思
ひ
ま
す
。
丁
度
西
洋
の
復
古
運
動
と
同
じ
性
質
を
有
つ
て
居
る
や
う

に
思
ふ
。
此
の
復
古
の
假
名
遣
は

も
ち勿
ろ
ん論

發
音
的
に
改
正
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
若
し
定
家
の
假
名
遣
が
國
語
の

變
遷
で
あ
つ
た
な
ら
ば
そ
れ
を
元
へ
戾
さ
う
と
す
る
此
の
復
古
運
動
と
云
ふ
も
の
は
、
非
常
な
不
道
理
な
も
の
に
違

ひ
な
い
。
併
し
前
に
申
し
ま
す
通
り
定
家
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
一
時
の
流
行
病
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
れ
を
治
療
し

よ
う
と
思
つ
て
和
學
者
が
起
つ
た
の
だ
ら
う
と
私
は
思
ふ
。
尙
ほ
進
ん
で
考
へ
ま
す
る
と
云
ふ
と
、
發
音
的
の
側
か

ら
見
る
と
、
定
家
假
名
遣
よ
り
か
、
復
古
の
假
名
遣
の
方
が
餘
程
發
音
的
な
や
う
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
此
の
古
學
者

の
假
名
遣
も
、
勿
論
諸
君
の
お
認
め
に
な
つ
て
居
る
や
う
に
少
數
者
の
用
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
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な
ら
其
の
他
の
一
般
の
人
民
は
ど
う
し
て
居
つ
た
か
と
云
ふ
と
、
或
は
定
家
の
式
に
從
つ
た
と
認
め
る
人
も
あ
り
ま

せ
う
、
或
は
何
に
も

よ據
ら
ず
亂
雜
に
書
い
た
と
云
ふ
こ
と
も
認
め
ら
れ
ま
せ
う
と
思
ひ
ま
す
。
斯
う
云
ふ
統
計
は
殆

ど
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
無
論
定
家
の
假
名
遣
で
書
く
と
云
ふ
人
は
物
語
類
で
も
讀
む
と
か
、
北
村
季
吟
な
ど
が
作

つ
た
「
湖
月
抄
」
と
か
、
あ
ゝ
云
ふ
物
で
も
讀
ん
で
居
る
人
の
上
で
あ
つ
て
、
其
外
は
矢
張
亂
雜
で
あ
り
ま
せ
う
。

又
漢
學
の
方
に
主
も
に
力
を
入
れ
る
人
は
假
名
遣
な
ど
は
構
は
ぬ
と
云
つ
て
亂
雜
に
安
ん
じ
て
居
つ
た
の
で
あ
り
ま

せ
う
。
併
し
是
等
が
多
數
の
も
の
に
行
は
れ
な
い
と
云
ふ
の
は
敎
育
の
方
向
、も

し
く若

は
其
の
普
及
の
程
度
に
依
つ
て
定

ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
假
名
遣
を
排
斥
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
極
く
最
近
に
起
つ

て
參
り
ま
し
た
。
斯
う
云
ふ
運
動
に
も
例
の

ち
ん
し
や
う
ご
く
わ
う

陳
勝
吳
廣
の
や
う
な
も
の
が
早
く
前
か
ら
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
旣

に
南
朝
の

ふ
ぢ
は
ら
の
な
が
ち
か

藤
原
長
親
卽
ち

み
や
う
ぎ

明
魏
法
師
も
假
名
は
心
の

ま儘ゝ
に
書
け
と
云
ふ
こ
と
を
云
つ
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
極

く
近
く
な
り
ま
す
と
、
澤
山
さ
う
云
ふ
例
が
あ
り
ま
す
。
漢
學
者
の
帆
足
萬
里
先
生
、
彼
の
人
は
嘉
永
五
年
に
歿
し

ま
し
た
。
彼
の
人
の
「
假
字
考
」
と
云
ふ
も
の
に
斯
う
云
ふ
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
今
の
世
の
假
名
遣
と
云

ふ
も
の
は
正
理
あ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
久
し
く
用
ゐ
な
れ
ぬ
れ
ば
、

し
ひ强

て
破
ら
ん
も
好
か
ら
ぬ
業
な
る
べ
し
、
其
の

　
お
き
て

掟
に
た
が
ひ
た
り
と
て
あ
な
が
ち
に
病
む
べ
か
ら
ず
」
是
れ
は
許
容
說
の
元
祖
と
も
言
へ
ま
せ
う
。
そ
れ
か
ら
井
上

文
雄
と
云
ふ
先
生
が
あ
り
ま
す
。
明
治
四
年
に
歿
し
ま
し
た
が
、
此
の
人
の
「
假
字
一
新
」
と
云
ふ
本
が
あ
り
ま
す
。

是
れ
も
假
名
は
心
の
儘
に
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
つ
て
、
復
古
の
假
名
遣
を
排
斥
し
ま
し
て
、

か
へ却

つ
て
定
家
の
方
に
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か荷
た
ん擔

し
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
井
上

こ
は
し毅

先
生
の
字
音
假
名
遣
の
こ
と
、
是
れ
は
當
局
が
此
席
で
も
御
引
用
に
な
つ

て
居
る
。
斯
う
云
ふ
や
う
な
沿
革
を
經
て
來
て
、
さ
う
し
て
今
日
の
假
名
遣
改
正
の
問
題
が
出
て
參
り
ま
し
て
、
頗

る
け
ん堅
ら
う牢

な
性
質
の
運
動
に
な
つ
て
來
た
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
先
づ
斯
う
云
ふ
沿
革
だ
と
自
分
は
思
つ
て
居
り
ま
す
。

是
れ
か
ら
少
し
く
自
分
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。
最
も
私
が
感
歎
し
て
聞
き
ま
し
た
の
は
大
槻
博

士
の
御
演
說
で
あ
り
ま
し
た
。
引
證
の
廣
い
こ
と
は

も
と固

よ
り
、
總
て
御
論
の
熱
心
な
る
所
、
丁
度
彼
の
伊
太
利
の

R
enaissance

時
代
のSavonarola

の
說
敎
で
も
聽
い
た
や
う
な
感
が
し
ま
し
た
。
私
は
尊
敬
し
て
聽
き
ま
し
た
。
併

し
其
の
御
說
に
は
同
意
は
し
ま
せ
ぬ
。
少
數
者
の
用
ゐ
る
も
の
は
餘
り
論
ず
る
に
足
ら
な
い
、
多
數
の
人
民
に
使
は

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
が
御
論
の
土
臺
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
併
し
何
事
で
も
さ
う
云
ふ
風
に
觀

察
す
る
と
云
ふ
と
、お

そ
ら恐

く
は

へ
ん偏
ぱ頗

に
な
り
は
す
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
政
治
で
言
つ
て
見
て
も
多
數
に
依

れ
ばD

em
okratie

少
數
な
ら
ばA

ristokratie
と
云
ふ
者
が
出
て
來
ま
す
。
此
の
頃
の
思
想
界
に
於
て
多
數
の
方
か

ら
、
多
數
の
方
に
偏
し
て
考
へ
ま
す
る
と
云
ふ
と
、
社
會
說
な
ど
も
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
之
れ
に
反
動
し

て
極
く
少
數
の
も
の
を
根
據
に
し
て
主
張
す
るN

ietzsche

の
議
論
な
ど
も
あ
る
。
之
れ
に
據
る
と
多
數
人
民
と
云

ふ
も
の
は

ご
み芥
た
め溜

の
肥
料
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
、
其
中
に
少
數
の
役
に
立
つ
も
の
が
、
丁
度
美
麗
な
草
木
が
出
て
來

て
花
が
咲
く
や
う
に
、
出
て
來
る
と
云
ふ
樣
な
想
像
を
有
つ
て
居
る
。
少
く
も
此
の
假
名
遣
を
少
數
者
の
用
に
供
す

る
者
だ
と
云
ふ
側
か
ら
之
れ
を
排
斥
し
ま
す
れ
ば
、
其
の
反
對
の
側
に
立
ち
ま
す
る
と
云
ふ
と
、
斯
う
云
ふ
風
に
言
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へ
る
か
と
思
ひ
ま
す
。
一
體
古
來
假
名
遣
と
云
ふ
も
の
は
少
數
の
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
又
近
世
復
古
運
動

が
起
り
ま
し
て
も
、
此
波
動
は
餘
り
廣
く
は
世
間
に
及
ん
で
居
な
い
に
違
ひ
な
い
。
併
し
契
冲
以
來
の
諸
先
生
が
出

て
來
ら
れ
て
假
名
遣
を
確
定
し
よ
う
と
せ
ら
れ
た
運
動
に
、
之
れ
に
應
ず
る
も
の
は
國
民
中
の
少
數
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
國
民
中
の
精
華
で
あ
る
と
も
云
は
れ
る
。
斯
う
云
ふ
意
見
を
推
擴
め
て
人
民
の
共
有
に
之
れ
を
し
た
い
と
斯

う
云
ふ
や
う
な
議
論
が
隨
分
反
對
の
側
か
ら
は
立
ち
得
る
と
自
分
は
信
じ
ま
す
。
兎
に
角
多
數
者
の
用
ゐ
る
者
に
限

つ
て
承
認
す
る
と
云
ふ
論
に
は
同
意
し
ま
せ
ぬ
。
次
に
當
局
始
め
諸
君
は
假
名
遣
の
有
無
を
論
ず
る
と
共
に
、
假
名

遣
に
正
と
か
邪
と
か
云
ふ
こ
と
は
な
い
と
仰
し
や
つ
た
や
う
に
聽
き
ま
し
た
。
渡
部
主
事
の
御
說
明
は
私
は
初
め
の

日
に
遲
れ
て
出
ま
し
て
半
分
し
か
聽
き
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
大
變
精
密
な
說
明
で
あ
り
ま
し
て
、
其
の
中
に
は
自
分

が
斯
う
言
つ
た
ら
ば
他
の
人
が
斯
う
言
ふ
だ
ら
う
が
、
そ
れ
は
斯
う
で
あ
る
と
云
ふ
や
う
に
、
先
潜
り
ま
で
せ
ら
れ

ま
し
て
有
ゆ
る
方
面
の
防
禦
を
し
て
居
ら
れ
ま
す
。あ

た
か恰

も
其
の
老
吏
獄
を
斷
ず
と
云
ふ
樣
な
工
合
、
或
はSophist

の

論
と
で
も
云
ふ
樣
な
工
合
に
、
大
變
巧
み
に
出
來
て
居
り
ま
し
て
、
御
苦
心
の
程
を
察
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
是
れ

も
十
分
の
尊
敬
を
拂
つ
て
聽
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
是
れ
も
同
意
は
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
一
體
正
邪
と
云
ふ

こ
と
を
說
き
ま
す
る
は
甚
だ
聽
苦
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
所
謂
芳
賀
博
士
の
言
は
れ
た
愛
國
說
な
ど
に
も
關
係

を
有
つ
て
來
る
。
一
體
道
義
の
こ
と
な
ど
を
口
に
す
る
こ
と
は
聽
苦
し
い
。
口
で
忠
義
立
を
す
る
程
卑
し
い
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ぬ
。
哲
學
者
のT

heodorV
ischer

が
云
ひ
ま
し
た
こ
と
にdas

M
oralische

verstehtsich
von

selbst

と
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云
ふ
こ
と
が
あ
る
。
道
義
上
の
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
こ
れ
を
口
癖
にV

ischer

は
言
つ
て
居
ま
し
た
。
そ
ん
な

こ
と
を
言
ふ
の
は
一
體
要
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
國
運
の
消
長
が
言
語
に
關
係
を
有
ち
又
言
語
の
精
華
た
る
文

語
に
關
係
を
有
つ
て
居
る
、
隨
つ
て
假
名
遣
に
も
關
係
を
有
つ
て
居
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
獨
逸
の
如
き
は

新
假
名
遣
の
運
動
が
盛
ん
に
起
り
ま
し
て
學
校
等
で
隨
分
廣
く
用
ゐ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、B

ism
arck

の
生
涯
、
公
文
書
に
だ
け
は
つ
ひ
〳
〵
新
假
名
遣
を
排
斥
し
通
し
た
。
あ
ゝ
云
ふ
豪
傑
で
あ
り
ま
す
か
ら
何
か
深
い

考
が
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
當
局
の
御
說
明
に
倫
理
に
は
正
と
か
邪
と
か
云
ふ
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
假
名

遣
に
そ
ん
な
こ
と
が
な
い
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
倫
理
だ
つ
て
も
矢
張
變
遷
は
始
終
あ
る

も
の
で
、
吾
々
が
仇
討
と
か
腹
切
と
か
云
ふ
こ
と
に
對
し
て
ど
う
云
ふ
倫
理
上
の
判
斷
を
有
つ
て
居
つ
た
か
と
云
ふ

こ
と
は
、
今
日
と
前
と
較
べ
れ
ば
大
變
な
違
で
あ
り
ま
す
。
倫
理
に
於
て
ど
ん
なA

uthority

を
も
認
め
な
い
と
な
り

ま
す
る
と
云
ふ
と
、
終
に
は
善
惡
の
標
準
が
な
い
と
云
ふ
や
う
な
騷
ぎ
に
な
り
ま
す
。
私
も
假
名
遣
に
絕
對
的
に
正

と
邪
が
あ
る
と
は
云
ひ
ま
せ
ぬ
。
併
し
前
に
も
申
し
ま
す
通
り
口
語
こ
そ
變
遷
を
致
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
文
語
に
變

遷
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
衰
替
現
象
で
變
つ
て
來
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
口
語
の
變
遷
を
何

時
も
見
て
居
て
、
其
中
固
つ
た
所
を
拾
ひ
上
げ
て
は
假
名
遣
を

な
ほ訂

し
て
行
く
と
云
ふ
樣
な
こ
と
な
ら
ば
、
漸
を
以
て

し
て
も
宜
し
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
、
其
の
文
語
に
定
ま
つ
て
居
る
も
の
は
正
と
し
て
、
之
を
法
則
と
し
て

立
つ
て
置
い
て
宜
し
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
芳
賀
博
士
も
此
の
正
邪
に
就
い
て
御
論
が
あ
り
ま
し
て
、
河
の

29



流
の

ひ比
ゆ喩

を
御
引
き
に
な
り
ま
し
た
。
河
の
流
が
今
日
流
れ
て
居
る
處
は
昔
か
ら
流
れ
て
居
る
處
で
は
な
い
、
必
ず

河
流
の
方
向
は
變
つ
て
居
る
だ
ら
う
、
さ
う
云
ふ
變
遷
の
如
く
此
の
假
名
遣
の
事
も
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
や
う

に
言
は
れ
ま
し
た
。
丁
度M

ueller

の
書
い
た
も
の
に
矢
張
同
じ
や
う
なた

と
へ譬

が
あ
り
ま
す
。
言
語
を
河
に
譬
へ
て
あ

り
ま
す
。
言
語
は
流
水
の
如
き
も
の
で
あ
つ
て
必
ず
變
遷
す
る
、
そ
こ
で
之
を
文
語
と
し
て
固
め
て
し
ま
ふ
と
云
ふ

と
、
池
水
の
や
う
に
な
つ
て
腐
る
、
そ
れ
が
腐
つ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
と
、
初
め
排
斥
せ
ら
れ
た
方
言
が

ど何
こ處

か
に
殘

つ
て
居
て
、
下
行
水
と
云
ふ
や
う
な
風
に
、
何
處
か
に
殘
つ
て
居
つ
て
、
そ
の
も
の
が
何
時
か
頭
を
持
上
げ
て
革
命

的
に
新
し
い
文
語
が
起
つ
て
來
る
。
斯
う
云
ふ
譬
を
引
い
て
居
り
ま
す
。
故
に
此
の
池
水
の
や
う
に
文
語
が
腐
ら
な

い
や
う
に
假
名
遣
を
訂
す
の
は
必
要
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
旦
文
語
と
な
つ
た
も
の
は
是
れ
は
法
則
で
あ
る
、

正
し
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
認
め
て
宜
し
い
か
と
思
ひ
ま
す
。M

ueller

は
同
じ
工
合
に
又
他
の
譬
を
使
つ

て
居
り
ま
す
。

ト土
ル耳
コ古

王
は
子
供
の
時
に
遊
友
逹
が
あ
る
と
云
ふ
と
、
自
分
が
位
に
卽
く
と
友
逹
を
絞
殺
し
て
し
ま

ふ
、
自
分
が
一
人
で
權
を
握
る
。
併
し
言
葉
は
或
る
方
言
が
勢
力
を
得
て
文
語
に
な
つ
て
も
、
同
時
に
其
の
附
近
に

行
は
れ
て
居
つ
た
方
言
が
皆
殺
さ
れ
て
は
し
ま
は
な
い
、
何
處
か
に
活
き
て
居
る
、
活
き
て
居
つ
て
そ
れ
等
が
い
つ

か
革
命
運
動
を
起
す
。
斯
う
云
ふ
風
に
言
語
の
こ
と
を
觀
察
す
る
が
宜
し
い
と
、
斯
う
云
つ
て
居
り
ま
す
。
兎
に
角

土
耳
古
の
王
が
王
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
一
つ
の
正
統
な
王
で
あ
る
。
今
の
や
う
に
腐
敗
し
て
來
て
革
命
的
な
こ
と
が

出
て
來
る
と
云
ふ
こ
と
を
防
ぐ
に
は
、
新
し
い
貴
族
を
作
れ
ば
好
い
、
新
華
族
を
作
る
や
う
に
し
て
、
ぽ
つ
〳
〵
腐
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ら
な
い
や
う
に
し
て
行
け
ば
宜
し
い
か
と
思
ふ
。
口
語
の
廣
く
用
ゐ
ら
れ
て
來
る
や
う
な
も
の
を
見
て
は
之
れ
を
ぽ

つ
〳
〵
引
上
げ
て
假
名
遣
に
入
れ
る
。
さ
う
云
ふ
や
う
に

か
ぢ楫

を
取
つ
て
行
く
の
が
一
番
好
い
手
段
で
は
あ
る
ま
い
か

と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
正
則
と
云
ふ
こ
と
、
正
し
い
と
云
ふ
こ
と
を
認
め
て
置
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
古
い
假
名
遣
は
頗
るか

ろ
ん輕

ぜ
ら
れ
て
、
一
體
にA

uthorities

た
る
契
冲
以
下
を
輕
視
す
る
と
云
ふ
や
う
な

傾
向
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
少
數
者
が
し
て
居
る
こ
と
は
詰
ら
ぬ
と
云
ひ
ま
す
と
云
ふ
と
ど
う
で
せ
う
。
一
體
倫
理
な

ど
で
も
忠
孝
節
義
な
ど
を
本
當
に
行
つ
て
居
る
も
の
は
何
時
も
少
數
者
で
あ
る
、
そ
れ
が
模
範
に
な
つ
て
そ
れ
を
廣

く
推
及
ぼ
し
て
國
民
の
共
有
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
少
數
者
の
し
て
居
る
こ
と
に
も
う
少
し
重
き
を

お措
く
の
が
宜

し
い
か
と
思
ふ
。
古
學
者
な
ど
のA

uthority

は
さ
う
云
ふ
風
に
排
斥
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
單
に
井
上
毅
先
生
の
字

音
假
名
遣
說
は
殆
ど
金
科
玉
條
と
し
て
立
て
ら
れ
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
れ
も
餘
り
さ
う
結
構
な
御
論
で
は

な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
一
體
漢
字
を
假
名
に
書
く
の
は
「

や
す易

き
に
由
る
」
の
だ
と
云
ふ
の
が
井
上
毅
先
生

の
議
論
で
あ
り
ま
す
。
併
し
假
名
に
書
く
の
は
易
き
に
由
る
と
云
ふ
の
を
本
に
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ひ
ま

す
。
何
處
の
國
で
も
國
語
の
中
に
外
國
の
語
が
入
つ
て
來
て
國
語
の
や
う
に
な
る
。
そ
こ
で
日
本
で
は
漢
語
が
國
語

に
な
る
。
其
の
道
中
の
宿
場
の
樣
に
な
つ
て
、
假
名
で
書
い
た
も
の
が
行
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
に
全
然
國
語

に
な
つ
た
も
の
も
あ
る
。
誰
も
知
つ
て
居
る
文
の
「
ふ
み
」、
錢
の
「
ぜ
に
」
の
類
で
あ
る
。
中
に
は
消
息
「
せ
う
そ

こ
」
な
ど
と
云
つ
て
、
是
れ
も

ほ
と殆

ん
ど
假
名
で
通
用
す
る
國
語
の
や
う
に
な
つ
て
居
る
。
さ
う
云
ふ
字
は
假
名
遣
を
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廢
し
て
「
し
よ
う
そ
こ
」
と
書
い
て
は
分
り
に
く
い
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
其
の
外
井
上
先
生
の
今
の
支
那

音
に
引
當
て
て
の
御
論
と
云
ふ
も
の
も
餘
り
正
確
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
要
す
る
に
正
だ
と
か
邪
だ
と
か
云

ふ
こ
と
が
絕
對
的
に
假
名
遣
に
あ
る
と
は
申
し
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
幾
分
か
正
し
い
側
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
だ
ら
う
と

思
ひ
ま
す
。
西
洋
語
のO

rthographie

のorthos

は
正
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
正
し
く
書
く
法
をO

rthographie

と
云
ふ
。
詞
な
ど
と
云
ふ
や
う
な
も
の
も
人
の
思
想
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
と
云
ふ
詞
を
用
ゐ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
正
し
い
と

い
ふ云
こ
と事

は
言
へ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
か
ら
此
の
正
と
邪
と
の
關
係
と
云
ふ
こ
と
に
連
係
し
ま

し
て
街
道
の
譬
と
云
ふ
も
の
が

し
き頻

り
に
本
會
に
於
て
行
は
れ
て
居
る
。
昔
の
假
名
遣
は
舊
街
道
で
あ
る
、

そ其
こ處

へ
持

つ
て
行
つ
て
發
音
的
の
新
し
い
假
名
遣
が
作
ら
れ
る
、
是
れ
は
便
利
な
る
橫
道
で
あ
る
、
何
も
舊
い
街
道
を
正
道
と

し
て
便
利
な
新
し
い
假
名
遣
を
邪
道
と
す
る
こ
と
は
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
話
は
少
し
く
自
分
の
見
る

所
で
は
事
實
に
違
つ
て
居
る
樣
で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
さ
う
云
ふ
便
利
な
新
し
い
道
が
出
來
て
居
ら
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

た
と
へ

例
之
ば
「
つ
く
ゑ
」
と
云
ふ
詞
を
見
ま
し
て
も
、
此
w
の
子
音
に
當
る
「
う
」
と
云
ふ
音
、
是
が
響
か
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
響
か
な
い
の
を
發
音
的
に
書
く
な
ら
ば
、
誰
が
書
い
て
も
「
つ
く
え
」
と

あ阿
行
の
「
え
」
を

書
い
て
居
る

は
ず筈

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
新
し
い
道
が
出
來
て
居
る
譯
で
、
そ
れ
を
認
め
て
や
つ
て
も
宜
し
い
譯

で
あ
り
ま
す
。
併
し
實
際
人
の
書
い
た
の
を
見
ま
し
て
も
、
机
の
「
ゑ
」
は
阿
行
の
「
え
」
を
書
い
た
り
、
和
行
の

「
ゑ
」
を
書
い
た
り
、

は波
行
の
「
へ
」
を
書
い
た
り
、
有
ゆ
る
假
名
を
使
つ
て
居
り
ま
す
。
さ
う
し
て
見
る
と
人
民
一
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般
は
田
と
も
云
は
ず
畠
と
も
云
は
ず
、
道
の
な
い
所
を
縱
橫
に
步
い
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
實
に
亂
雜き

は
ま極

つ
て
居

る
、
、　む
、　ち
、　や
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
若
し
文
部
省
に
於
て
新
し
く
發
音
的
に
訂
し
て
行
き
ま
し
て
、
阿
行
の
「
え
」

を
書
け
と
云
ふ
新
道
を
開
き
ま
す
と
云
ふ
と
、
さ
う
す
る
と
今
度
は
道
が
二
條
出
來
ま
す
。
人
民
は
又
二
條
の
、　ど
、　れ

に
も
由
ら
ず
に
縱
橫
に
田
畠
を
荒
し
て
步
く
か
も
知
れ
な
い
と
思
ふ
。
却
て
問
題
は
複
雜
に
な
つ
て
來
る
。
さ
う
云

ふ
關
係
は
獨
り
此
の
假
名
遣
の
み
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
文
法

て弖
に爾
を乎
は波

に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
例
之
ば
文
部
省
で
許
容

に
な
つ
て
居
り
ま
す
「
得
せ
し
む
」
と
云
ふ
弖
爾
乎
波
が
あ
る
。
あ
れ
は
「
得
し
む
」
と
云
ふ
詞
で
あ
る
。
併
し
口

語
で
は
決
し
て
「
得
し
む
」
も
「
得
せ
し
む
」
も
な
い
。
口
語
で
は
「
得
さ
せ
る
」
斯
う
云
つ
て
居
る
。「
得
さ
す
」

と
云
ふ
詞
に
な
つ
て
居
る
。
だ
か
ら
口
語
の
變
遷
卽
ち
言
語
變
遷
に
は
何
の
關
係
も
無
く
し
て
「
得
せ
し
む
」
と
云

ふ
詞
が
生
じ
て
來
た
。
何
故
生
じ
て
來
た
か
と
云
ふ
と
、
是
れ
は
言
語
の
變
遷
で
は
な
い
、
是
れ
は
文
盲
か
ら
生
じ

來
た
の
で
あ
る
。「
得
し
む
」
と
云
ふ
詞
を
知
ら
な
い
人
が
「
得
せ
し
む
」
と
云
ふ
詞
を
書
い
た
。
例
の
惡
口
の
歌
に

「
伊
勢
を
か
し
江
戶
も
の
か
ら
に
京
き
こ
え
し
し
と
せ
し
と
は
天
下
通
用
」
と
云
ふ
間
違
を
、　ひ
、　や
、　か
、　し
、　た

歌
が
あ
り

ま
す
。
丁
度
あ
ゝ
云
ふ
譯
で
一
時
流
行
し
て
來
た
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
う
云
ふ
こ
と
は
又
弖
爾
乎
波
ば
か
り
で
は
な

い
、
漢
字
に
も
あ
り
ま
す
。
私
は
勿
論
何
に
も
知
ら
な
い
、
漢
字
も
知
り
ま
せ
ぬ
。
併
し

も模
こ糊

な
ど
と
云
ふ
語
は
ど

の
新
聞
を
見
て
も
「
も
」
の
字
が
米
へ
ん
に
な
つ
て
居
り
ま
す
が
、
あ
れ
な
ど
は
木
へ
ん
だ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
斯
う
云
ふ
の
を
一
々
變
遷
だ
と
認
め
て
來
る
と
今
度
は
新
し
い
漢
字
ま
で
もこ

し
ら拵

へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
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つ
て
來
よ
う
か
と
思
ひ
ま
す
。
兎
に
角
私
は
今
便
利
な
新
道
が
出
來
て
居
る
と
認
め
る
の
は
觀
察
を
誤
つ
て
居
る
の

で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
れ
か
ら
街
道
の
比
喩
に
對
し
て
芳
賀
博
士
は
又
別
な
比
喩
を
出
さ
れ
ま
し
た
。

ふ
る舊

い
街
道

は
是
れ
は
街
道
で
は
な
い
、
廢
道
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
の
で
あ
る
、

い
ば
ら

荆
棘
が
一
杯
生
え
て
居
つ
て
、
そ
れ
を
古

學
者
連
が
刈
除
い
て
道
に
し
よ
う
と
思
つ
た
け
れ
ど
も
、
人
民
は
從
つ
て
行
か
な
い
。
斯
う
云
ふ
や
う
な
比
喩
を
出

さ
れ
ま
し
た
。
私
共
の
立
場
か
ら
見
る
と
云
ふ
と
、
此
の
假
名
遣
は
昔
も
或
は
國
民
の
皆
が
行
つ
た
道
で
は
な
い
、

初
め
も
或
少
數
者
の
行
つ
た
道
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
段
々
に
大
き
い
道
に
な
つ
て
來
た
の
で
あ
る
。

た
と
ひ

縱
令
中
頃
定
家

假
名
遣
が
出
ま
し
て
、
一
頓
挫
を
來
し
ま
し
て
も
少
し
荆
棘
が
生
え
ま
し
て
も
、
荆
棘
を
刈
除
い
て
、

も元
と
の
道
を

擴
げ
て
、
國
民
が
皆
步
む
や
う
な
道
に
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
或
は
出
來
る
も
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
や
う
な
、
妄

想
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
想
像
を
自
分
は
有
つ
て
居
り
ま
す
。
何
處
の
國
で
も
言
語
の
問
題
に
付
い
て
は
、

國
語
を

き
よ淨

め
よ
う
と
云
ふ
こ
と
を
一
の
條
件
に
し
て
調
査
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
國
語
を
淨
め
る
と
云
ふ
側

か
ら
行
き
ま
す
と
云
ふ
と
、
此
の
假
名
遣
の
道
を
興
す
の
が
一
番
宜
し
い
か
と
思
ふ
。
元
の
假
名
遣
を
興
し
て
、
其

の
中
へ
新
し
い
假
名
も
採
用
す
る
。
そ
れ
に
は
先
づ
舊
街
道
の
荆
棘
を
除
い
て
人
の
善
く
步
け
る
や
う
に
し
て
や
り

ま
す
。
そ
こ
へ
持
つ
て
行
つ
て
文
明
式
のM

acadam
式
の
築
造
を
し
よ
う
と
もA

sphalt

を
布
か
う
と
も
、
何
れ
で

も
宜
し
い
と
云
ふ
考
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
街
道
の
比
喩
と
共
に
許
容
と
云
ふ
こ
と
が
先
頃
か
ら
問
題
に
な
つ
て
居
り
ま
す
。
此
の
許
容
と
云
ふ
の
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はTolerance

だ
と
云
ふ
說
明
を
聽
き
ま
し
た
。
例
之
ば
國
で
定
つ
た
宗
敎
が
あ
り
ま
し
て
、
人
民
が
外
の
宗
敎
を
信

じ
て
も
そ
れ
を
許
容
す
る
。
そ
れ
がTolerance

で
あ
る
。Tolerance

と
云
ふ
こ
と
を
使
は
れ
る
場
合
は
多
く
は
何

か
正
則
な
も
の
が
先
き
へ
認
め
て
あ
る
。
正
則
の
も
の
が
な
く
てTolerance

と
云
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
彼
の

て弖
に爾
を乎
は波

の
許
容
に
な
り
ま
し
た
と
き
な
ど
は
、
ま
だ
元
の
語
格
を
正
則
に
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
背
い
て
居
る
弖
爾

乎
波
を
許
容
す
る
。
斯
う
な
つ
て
居
り
ま
す
。「
得
し
む
」
は
正
則
で
あ
る
、「
得
せ
し
む
」
は
許
容
す
る
と
云
ふ
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
趣
意
は
能
く
分
つ
て
居
り
ま
す
。
此
の
比
例
が
假
名
遣
に
な
つ
て
か
ら
狂
つ
て
來
ま
し
た
。
元

の
假
名
遣
を
正
則
に
し
て
發
音
的
に
新
に
作
る
假
名
遣
を
許
容
す
る
な
ら
宜
し
い
。
然
る
に
發
音
的
に
新
造
す
る
分

の
假
名
遣
を
正
則
に
し
て
、
敎
科
書
に
用
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
許
容
で
は
な
い
。
之
に
就
い
て
は
度
々

諸
方
か
ら
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し
野
卑
な
こ
と
を
申
し
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
此
度
の
假
名
遣
に
於
け
る
と
こ
ろ

の
許
容
と
云
ふ
こ
と
は
、

や

ゝ
稍
〻
、　と
、　ん
、　ち
、　ん
、　か
、　ん

だ
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
許
容
に
就
き
ま
し
て
、
ど
う
も
私

共
の
見
る
所
で
は
、
世
間
に
便
利
な
道
が
出
來
て
居
る
か
ら
許
容
す
る
と
云
ふ
、
其
の
便
利
な
道
が
出
來
て
居
る
と

云
ふ
御
認
定
が
、
稍
〻
大
早
計
で
あ
る
。
早
過
ぎ
る
場
合
が
多
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
例
之
ば
「
得
せ
し

む
」
と
人
が
書
い
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
直
に

と
り採
あ上

げ
て
是
れ
が
言
語
の
變
遷
で
あ
る
と
云
つ
て
、
是
れ
が
便
利
な

新
道
で
あ
る
と
云
つ
て
、
御
認
め
に
な
つ
て
御
許
容
に
な
る
。
そ
ん
な
必
要
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
文
盲
の
人
が

あ
つ
て
「
得
し
む
」
と
云
ふ
語
を
知
ら
な
い
で
「
得
せ
し
む
」
と
書
く
。
決
し
て
「
得
し
む
」
が
不
便
だ
か
ら
「
得
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せ
し
む
」
に
し
よ
う
と
云
つ
て
書
く
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
す
る
と
新
聞
や
小
說
で
も
さ
う
書
く
。
そ

れ
が
媒
介
に
な
つ
て
次
第
に
擴
が
る
。
是
れ
も
古
び
が
着
い
て
一
つ
の
歷
史
的
の
も
の
に
な
れ
ば
、

ご誤
び
う謬

か
ら
生
じ

た
詞
で
も
認
め
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
急
い
で
認
め
る
こ
と
は
ど
う
も
宜
し
く
な
い

か
と
思
ひ
ま
す
。
例
之
ば
氣
の
狂
つ
た
人
が
あ
つ
て
道
も
な
い
所
を

は
し奔

り
、
衆
人
が
附
い
て
行
く
。
直
に
そ
れ
を
是

れ
が
道
だ
と
云
つ
て
、
大
勢
が
附
い
て
行
く
か
ら
道
だ
と
云
つ
て
直
に
そ
れ
を
道
に
す
る
と
云
ふ
の
は
、
少
し
其
の

仕
事
が
面
白
く
な
い
か
と
思
ふ
。
間
違
を
人
の
す
る
の
を
跡
を
追
駈
け
て
步
い
て
居
る
や
う
に
、
吾
々
の
立
場
か
ら

見
る
と
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
う
云
ふ
工
合
で
行
き
ま
す
と
、
例
の
漢
字
の
間
違
な
ど
も
、
ど
う
か
す
る
と
流

行
つ
て
來
る
。
其
の
跡
を
追
駈
け
る
と
云
ふ
と
、
新
し
く
噓
の
漢
字
の
辭
書
を
作
ら
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

う
そ噓
じ
づ
く
し

字
盡
を

作
る
こ
と
に
な
り
は
せ
ぬ
か
と
思
ひ
ま
す
。
何
處
の
國
で
も
國
語
の
こ
と
を
調
べ
る
と
き
に
は
、
國
語
を
淨
め
る
と

云
ふ
こ
と
を
運
動
の
土
臺
に
し
て
居
り
ま
す
。
そ
れ
に
反
し
て
斯
う
云
ふ
風
な
仕
事
を
し
ま
す
る
の
は
國
語
を
濁
す

の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
初
め
誤
か
ら
生
じ
ま
し
て
も
、
前
に
申
し
ま
す
る
通
り
、
時
代
を
經
て
古
び
が
着
い
て
自
然

に
新
し
い
國
語
の
や
う
に
な
つ
た
と
云
ふ
場
合
に
は
、
無
論
そ
れ
を
取
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
丁
度
華
族
の
お
仲
間

に
新
華
族
が
出
來
て
來
る
や
う
な
譯
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
國
語
の
歷
史
に
も
先
例
が
あ
る
。
例
之
ば
「
あ
ら
た

し
」
と
云
ふ
語
が
あ
る
。
是
れ
が
「
あ
た
ら
し
」
と
な
る
。
斯
う
云
ふ
の
は
是
れ
は
口
語
の
變
遷
に
基
い
て
新
し
い

語
を
認
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
同
じ
許
容
に
な
つ
て
居
る
弖
爾
乎
波
の
中
で
も
「
せ
さ
す
」
を
「
さ
す
」
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に
す
る
や
う
な
こ
と
は
、
是
れ
は
口
語
の
方
で
久
し
く
一
般
に
行
は
れ
て
居
る
。
斯
う
云
ふ
の
は
是
れ
は
認
め
て
宜

し
い
。
そ
れ
か
ら
種
々
の
漢
語
の
字
音
に
就
き
ま
し
て
、
間
違
の
例
が
今
ま
で
も
引
か
れ
て
居
り
ま
す
が
、
例
之
ば

畜
生
と
云
ふ
の
は
本
當
は
「
き
う
し
や
う
」
だ
と
申
し
ま
す
。
さ
う
云
ふ
の
は
「
ち
く
し
や
う
」
と
云
ふ
國
語
と
認

め
て
宜
し
い
。
新
し
い
語
で
言
ひ
ま
し
て
も
、

し
ゆ
し
ゆ
つ

輸
出
を
「
ゆ
し
ゆ
つ
」
と
云
ふ
。
此
の
位
に
固
ま
つ
て
來
れ
ば
國

語
と
認
め
る
の
に
異
議
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
併
し
餘
り
早
ま
つ
て
認
定
を
し
な
い
で
、
少
し
づ
ゝ
徐
々
に
認
定

を
す
る
の
が
至
當
な
方
法
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
云
ふ
や
う
に
私
は
少
數
の
人
が
用
ゐ
て
居
つ
て

も
、
其
の
少
數
の
人
が
國
民
の
精
華
と
も
云
ふ
べ
き
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
の
用
ゐ
て
居
る
も
の
を
廣
く
國
民
に
及

ぼ
す
と
云
ふ
こ
と
を
圖
り
た
い
と
云
ふ
考
で
あ
り
ま
す
。

此
考
に
付
い
て
最
も
芳
賀
博
士
な
ど
の
お
說
と
は
衝
突
を
來
た
す
の
で
あ
り
ま
す
。
芳
賀
博
士
は
必
要
不
必
要
と

云
ふ
こ
と
を
論
ぜ
ら
れ
ま
す
。
多
數
の
用
ゐ
て
居
ら
ぬ
も
の
を
多
數
に
强
付
け
る
必
要
は
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
さ
う
云
ふ
こ
と
を
す
る
權
能
は
文
部
大
臣
に
あ
る
か
ど
う
か
疑
は
し
い
と
、
斯
う
云
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

芳
賀
博
士
の
總
て
の
御
議
論
は
實
に
逹
識
な
御
議
論
で
あ
つ
て
、
感
服
し
て
居
り
ま
す
。
併
し
此
の
必
要
不
必
要
の

論
、
文
部
大
臣
に
さ
う
云
ふ
權
能
が
あ
り
や
否
や
と
云
ふ
御
論
に
は
、
少
し
私
は
同
意
が
出
來
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
言
語
の
變
遷
は
口
語
の
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
に
行
は
れ
て
行
く
。
文
語
の
方
に
な
り
ま
す
と
云
ふ

と
、
是
れ
は
人
工
の
加
つ
た
も
の
で
あ
る
。
假
名
遣
も
同
樣
で
あ
る
。
併
し
文
語
に
な
つ
て
か
ら
初
め
て
言
語
は
完
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全
に
な
る
。
言
語
が
思
想
を
十
分
に
表
は
す
と
云
ふ
こ
と
が
初
め
て
文
語
に
な
つ
て
か
ら
完
全
に
な
る
。
假
名
遣
は

其
の
文
語
の
方
の
法
則
で
あ
る
。
若
し
我
邦
の
假
名
遣
が
廣
く
人
民
間
に
行
は
れ
て
居
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は

敎
育
があ

ま
ね遍

く
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
爲
め
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
丁
度
昔
初
め
て
假
名
が
出
來
た
と

き
に
、
そ
れ
を
使
ふ
こ
と
を
當
時
の
政
府
が
人
民
一
般
に
施
し
得
た
如
く
、
今
日
の
文
部
大
臣
が
假
名
遣
を
一
般
に

敎
へ
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
正
當
な
る
權
利
と
思
ふ
。
權
利
で
は
な
い
、
義
務
で
あ
る
。
敎
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
と
思
ふ
。
之
に
反
し
て
文
部
大
臣
を
始
め
敎
育
の
任
に
當
つ
て
居
る
も
の
は
、
間
違
つ
た
こ
と
を
、
正
則
に

そ
む背

い
た
こ
と
を
し
て
は
な
ら
ぬ
か
と
思
ふ
。
昔
の
話
に

ロ
オ
マ

羅
馬
のTiberius

帝
が
或
る
時
話
を
し
て
語
格
を
間
違
へ
た
。

さ
う
す
る
と
傍
に
聽
い
て
居
たM
arcellus

と
云
ふ
人
が
、
今
の
は
違
つ
て
居
る
と
批
難
し
て
云
つ
た
。
さ
う
す
る
と

C
apito

と
云
ふ
人
が
聽
い
て
居
つ
て
、
帝
王
の
口
か
ら
出
た
言
葉
は
立
派
な

ラ
テ
ン

拉
甸
語
で
あ
る
と
斯
う
云
ひ
ま
し
た
。

さ
う
す
る
とM

arcellus

の
云
ふ
に
は
、
成
程
帝
王
は
人
民
に
羅
馬
の
公
民
權
を
與
へ
る
こ
と
は
出
來
よ
う
、
併
し
新

し
い
言
語
を
作
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
斯
う
云
つ
た
と
云
ふ
。
正
則
に
反
い
た
こ
と
を
す
る
と
云
ふ
權
能
は
帝
王
と

い
へ雖

ど
も
な
い
。
こ
れ
が
必
要
不
必
要
の
論
で
あ
り
ま
す
。

併
し
な
が
ら
必
要
不
必
要
の
論
の
外
に
も
う
一
つ
論
が
あ
り
ま
す
。
假
名
遣
を
國
民
一
般
に
行
は
う
と
云
ふ
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
云
ふ
論
が
あ
り
ま
す
。
此
の
方
の
側
は
大
槻
博
士
の
御
論
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
其
の
中
の
最

も
有
力
な
る
論
據
と
し
て
仰
し
や
る
に
は
、
斯
う
し
て
委
員
が
大
勢
居
る
け
れ
ど
も
委
員
の
中
で
一
人
で
も
假
名
遣
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を
間
違
へ
な
い
も
の
は
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
し
た
。
實
に
其
の
通
り
で
あ
り
ま
し
て
、
自
分
な
ど
も
終
始
間
違

へ
ま
す
け
れ
ど
も
、
間
違
つ
て
居
て
も
、
間
違
つ
た
こ
と
は
人
に
聽
い
て
訂
し
て
行
か
う
、
子
供
に
で
も
間
違
つ
て

居
な
い
こ
と
を
敎
へ
て
や
つ
て
、
少
し
で
も
正
則
の
方
に
向
け
よ
う
と
云
ふ
こ
と
を
考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

當
局
に
於
て
は
不
可
能
と
ま
で
は
申
さ
れ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
困
難
だ
と
云
ふ
こ
と
は
申
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
是
れ

は
一
般
に
さ
う
言
つ
て
居
り
ま
す
。
困
難
と
な
れ
ば
程
度
問
題
で
あ
つ
て
、
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
現

に
當
局
に
於
て
は
假
名
遣
に
も
人
の
意
識
に
入
つ
て
居
る
部
分
と
意
識
に
入
つ
て
居
な
い
部
分
と
が
あ
る
と
云
ふ
こ

と
を
言
つ
て
居
ら
れ
る
。
其
の
意
識
に
入
つ
て
居
る
部
分
は
、　い
、　た
、　は
、　つ
、　て
存
し
て
置
い
て
、
意
識
に
入
つ
て
居
な
い

も
の
を
直
す
と
、
斯
う
云
ふ
御
論
で
あ
り
ま
す
。
併
し
或
る
も
の
は
意
識
に
入
つ
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
を
認
め
る
と

云
ふ
と
、
未
だ
意
識
に
入
つ
て
居
ら
な
い
部
分
も
或
は
仕
方
に
依
つ
て
は
意
識
に
入
り
得
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か

と
思
ふ
。

さ
て扨

古
學
者
が
假
名
遣
の
こ
と
を
、　や
、　か
、　ま
、　し
、　く

論
じ
て
居
る
の
に
、
例
之
ば
本
居
の

と
ほ遠
か
ゞ
み鏡

の
如
き
、
口
語
で

書
く
段
に
な
る
と
、
決
し
て
假
名
遣
を
應
用
し
て
居
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
、
假
名
遣
を
一
般
に
普
通
語
に
用
ゐ
る
の

は
不
可
能
で
あ
る
、
或
は
困
難
で
あ
る
と
云
ふ
證
據
に
引
か
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
是
れ
は
少
し
性
質
が
違
ふ
か
と
思

ふ
。
古
學
者
逹
は
文
語
と
云
ふ
も
の
は
貴
族
的
な
も
の
の
や
う
に
考
へ
て
居
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
貴
族
の
階
級
を

極
く
嚴
重
に
考
へ
ま
し
て
、
例
之
ば

イ
ン
ド

印
度
の
四
姓
か
何
か
の
や
う
に
考
へ
ま
し
て
、
ず
つ
と
下
に
居
る

し
ゆ首
だ陀
ら羅

と
か

云
ふ
や
う
な
下
等
な
人
民
は
、
是
れ
は
論
外
だ
、
斯
う
云
ふ
風
に
見
て
居
り
ま
す
か
ら
、
所
謂
俗
言
と
云
ふ
も
の
を
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い
や卑

し
ん
だ
爲
め
に
、
俗
言
の
と
き
は
無
茶
な
こ
と
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
假
名
遣
を
俗
言
に
應
用
す
る
意
が

あ
つ
た
な
ら
ば
、
所
謂
俗
言
を
稍
〻
重
く
視
た
な
ら
ば
、
あ
ん
な
こ
と
は
し
な
か
つ
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
あ
り
ま
す
か
ら
芳
賀
博
士
が
、
若
し
本
居
先
生
な
ど
が
今
在
つ
た
な
ら
ば
決
し
て
假
名
遣
を
國
民
に
布

く
な
ど
と
云
ふ
こ
と
は
云
は
れ
な
い
だ
ら
う
と
云
は
れ
る
の
は
、
同
意
が
出
來
兼
ま
す
。
本
居
先
生
が
今
在
つ
た
な

ら
ば
、
必
ず
や
國
民
に
假
名
遣
を
敎
へ
よ
う
と
し
た
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
本
居
先
生
の
み
な
ら
ず
堀
秀
成
先
生
の

如
き
も
、
是
れ
は
死
な
れ
て
か
ら
間
も
あ
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
若
し
今
日
居
ら
れ
た
ら
矢
張
假
名
遣
を
國
民
に
行

は
う
と
し
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
明
治
の
初
年
に
文
部
省
で
は
假
名
遣
を
小
學
校
に
使
用
し
ま
し
た
。
此
の
結
果
に

就
い
て
も
私
は
見
方
を
異
に
し
て
居
る
。
、　た
、　し
、　か

江
原
君
で
あ
り
ま
し
た
か
、
存
外
此
の
假
名
遣
は
兒
童
に
歡
迎
せ

ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
を
言
は
れ
ま
し
た
。
私
も
其
の
時
は
ま
だ
半
分
子
供
で
あ
り
ま
し
た
が
、
確
に
歡
迎
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
若
し
彼
の
時
の
文
部
省
の
方
針
が
確
定
し
て
動
か
ず
に
今
日
ま
で
繼
續
せ
ら
れ
て
居
つ
た
な
ら
ば
、
或

は
餘
程
人
民
に
廣
く
假
名
遣
が
行
は
れ
て
居
り
は
す
ま
い
か
と
思
ふ
。
稍
〻
上
の
學
校
、
中
學
以
上
に
な
つ
て
假
名

遣
を
誤
る
例
を
頻
り
に
擧
げ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
以
て
困
難
若
く
は
不
可
能
の
證
明
に
し
よ
う
と
せ
ら
れ
ま
す
け
れ
ど

も
、
是
れ
は
周
圍
に
誤
が
多
い
、
新
聞
紙
を
讀
ん
で
も
小
說
を
讀
ん
で
も
、
皆
亂
雜
な
假
名
遣
で
あ
る
、
目
に
觸
れ

る
も
の
が
皆
間
違
つ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

た
と
ひ

縱
令
學
校
だ
け
で
ど
う
敎
へ
て
も
誤
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。
併

し
明
治
初
年
か
ら
今
日
ま
で
若
し
假
名
遣
を
正
し
く
敎
へ
る
こ
と
を
努
力
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
餘
程
新
聞
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記
者
や
小
說
家
に
も
假
名
遣
を
知
つ
て
居
る
者
が
今
日
は
殖
え
て
居
ま
し
て
、
新
聞
や
小
說
が
正
し
い
假
名
を
多
く

書
く
や
う
に
な
つ
て
居
は
す
ま
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
し
た
な
ら
ば
中
學
以
上
の
人
な
ど
は
そ
ん
な
に
間
違
へ
ず

に
書
き
は
す
ま
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、

し
か然

ら
ば
假
名
遣
を
若
し
國
民
に
敎
へ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
た
ら
ば
好
い
か
と
云
ふ
其
の
方

法
手
段
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
は
、　た
、　し
、　か
黑
澤

お
き
な翁
ま
ろ麿

あ
た
り
の
工
夫
で
あ
り
ま
せ
う
か
、
少
數
の
、　む
、　つ
、　か
、　し
、　い
假
名
か

ら
敎
へ
て
行
く
と
云
ふ
と
、

あ後
と
の

や容
さ易

し
い
の
は
自
然
に
分
る
と
云
ふ
方
法
が
あ
り
ま
す
。
今
日
で
も
假
名
遣
を

敎
へ
る
人
は
大
抵
さ
う
云
ふ
手
段
を
執
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
一
種
の
記
憶
法
の
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
う

云
ふ
記
憶
法
で
あ
り
ま
す
が
、
是
れ
な
ど
を

な
ほ猶

硏
究
し
た
な
ら
ば
、
敎
へ
る
方
法
は
今
日
よ
り
も
一
層
完
全
に
出
來

得
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
假
名
遣
の
困
難
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
は
主
と
し
て
字
音
假
名
遣
の
こ
と
が
擧
げ

ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
此
の
字
音
の
こ
と
はま

こ
と洵

に
困
難
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
古
い
所
の
、
古
い
と
云
つ
て
も
是
れ

は
十
八
世
紀
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
僧

ぶ
ん文
ゆ
う雄

の
「
麿
光
韻
鏡
」
か
ら
以
來
、
本
居
の
「
漢
字
三
音
考
」
と
「
字
音
假
名

遣
」、
文
政
中
の
太
田
全
齋
の
「
漢
吳
音
圖
」、
現
存
し
て
居
ら
れ
る
木
村
正
辭
先
生
の
「
漢
吳
音
圖
正
誤
」、
先
づ
斯

う
云
ふ
や
う
な
系
統
で
、
字
音
の
硏
究
が
し
て
あ
る
。
大
槻
先
生
の
仰
し
や
つ
た
通
り
に
實
に
是
れ
は
頭
痛
の
す
る

や
う
な
本
で
あ
り
ま
す
。
詩
を
作
つ
た
こ
と
の
な
い
者
な
ど
に
は
所
詮
覺
え
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
御
論
は
尤
も
に
聽
き
ま

し
た
。
併
し
な
が
ら
是
れ
も
其
の
極
く
困
難
な
部
分
は
殆
ど
大
槻
博
士
の
御
演
說
の
中
に

ま
う網
ら羅

し
て
あ
つ
た
や
う
に
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思
ふ
。
兎
に
角
一
場
の
御
演
說
で
困
難
な
部
分
は
網
羅
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
其
の
外
は
割
合
に

や容
さ易

し

い
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
字
音
の
假
名
遣
に
對
す
る
、
之
に
處
す
る
道
を
考
へ
ま
す
る
に
は
、
漢
語
が
ど
の
位
日
本

化
し
て
居
る
か
と
云
ふ
程
度
を
硏
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
先
刻
申
し
ま
す
通
り
全
く
字
音
が
國
語
に
化
し
て
居

る
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
に

つ亞
ぎ
ま
し
て
、「
文
」「
錢
」
の
外
に
、
あ
ゝ
云
ふ
類
の
之
に
準
ず
べ
き
も
の
が
あ

り
ま
す
。

た
と
へ

例
之
ば
「
天
地
」
と
云
ふ
こ
と
は
「
あ
め
つ
ち
」
よ
り
か
「
て
ん
ち
」
の
方
が
行
は
れ
て
居
る
。
是
位
に

日
本
化
す
れ
ば
是
れ
は
國
語
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
反
し
て
所
謂
漢
字
に
隱
れ
て
居
る
字
音
と
云
ひ
ま
す

る
も
の
は
、
日
本
化
し
た
程
度
の
極
く
低
い
も
の
で
あ
る
。
字
音
に
隱
れ
て
居
る
か
ら
之
れ
を
改
め
る
こ
と
は
容
易

だ
と
云
つ
て
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
字
音
に
隱
れ
て
居
る
程
な
ら
ば
改
め
な
い
で
も
宜
し
い
か
も
知
れ
な
い
と
云

ふ
一
方
に
は
理
由
が
立
ち
ま
す
。
そ
こ
で
さ
う
云
ふ
日
本
化
し
て
居
る
程
度
の
低
い
も
の
は
除
い
て
、
十
分
日
本
化

し
て
居
る
も
の
を
小
學
等
に
敎
へ
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
る
と
云
ふ
と
、
字
數
が
自
然
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
其
の
少
數
の
字
數
な
ら
ば
字
音
假
名
遣
と
雖
ど
も
敎
へ
ら
れ
る
か
と
思
ふ
の
で
す
。
そ
ん
な
ら
久
し
く
音
の
訛

つ
て
居
る
も
の
は
ど
う
す
る
か
。
例
之
ば
今
の
「

し
ゆ輸
し
ゆ
つ出

」
が
「
ゆ
し
ゆ
つ
」
に
な
つ
て
居
る
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
斯
う
云
ふ
の
は
「
ゆ
し
ゆ
つ
」
と
云
ふ
新
國
語
と
認
め
ま
す
。
是
れ
は
音
で
な
い
、
訓
だ
と
思
へ
ば
宜

し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
是
れ
は
字
音
と
し
て
の
取
扱
を
停
止
す
れ
ば
宜
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
然
ら
ば
未
だ
字
音
の

考
へ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
も
の
は
ど
う
す
る
か
。
大
槻
先
生
は
烏
帽
子
の
「
烏
」
は
「
え
」
で
あ
る
か
「
ゑ
」
で
あ
る
か
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と
云
ふ
疑
を
御
引
き
に
な
り
ま
し
た
。
斯
う
云
ふ
こ
と
こ
そ
國
語
調
査
會
と
云
ふ
や
う
な
所
で
定
案
を
作
つ
て
、
兎

に
角
一
つ
の
案
を
作
つ
て
そ
れ
を
公
認
せ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

併
し
困
難
は
獨
り
字
音
ば
か
り
で
は
な
い
、
國
語
の
假
名
遣
に
も
あ
り
ま
す
。
此
の
場
合
で
は
殊
に
少
數
の
、　む
、　つ

、　か
、　し
、　い

假
名
か
ら
敎
へ
る
と
い
ふ
手
段
を
硏
究
し
て
、
其
の
方
法
を
も
う
少
し
完
全
に
作
れ
ば
、
假
名
遣
を
廣
く
敎

へ
る
こ
と
が
出
來
よ
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

し
じ
ゆ
ん

諮
詢
案
で
は
「
動
詞
の
活
用
か
ら
出
て
居
る
假
名
」
と
云
ふ
も
の
だ
け
を

保
存
す
る
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す
る
が
、
其
の
御
趣
意
は
至
極
結
構
な
御
趣
意
と
思
ひ
ま
す
。
併
し
實
際
の
案
に

表
は
れ
て
居
る
と
こ
ろ
は
ど
う
も
用
意
周
到
で
な
い
や
う
に
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
例
之
ば
和
行
の
假
名
を
以
て

言
つ
て
見
ま
す
る
と
「
居
る
」
と
云
ふ
語
は
假
名
遣
を
存
し
て
置
く
。
是
れ
が
名
詞
に
な
つ
て
、
例
之
ば
坐
に
居

る
「
位
」、「
圓
居
」、「
芝
居
」
と
云
ふ
假
名
に
な
る
と
阿
行
の
「
い
」
に
な
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
又
「
据
う
」
と

い
ふ云
こ
と
ば詞

で
も
「
す
う
」
と
云
ふ
假
名
遣
が
存
し
て
あ
る
。「
つ
き
す
ゑ
」
の
「
つ
く
ゑ
」
又
「
い
し
ず
ゑ
」
の
「
ゑ
」
に

な
る
と
、
是
れ
は
阿
行
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
斯
う
云
ふ
こ
と
が
あ
つ
て
見
る
と
云
ふ
と
、
ど
う
も
境
界
が
、　は
、　つ
、　き
、　り

し
な
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
ど
う
も
此
の
案
は
未
だ
十
分
熟
し
て
居
る
ま
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
敎
育
團
と
か
云
ふ
も

の
の
意
見
と
云
ふ
の
が
、
此
の
頃
新
聞
に
出
て
居
り
ま
す
が
、
大
い
に
參
考
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
や
う
に
見
受
け
ま

す
。
大
體
の
論
は
私
は
取
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
此
の
諮
詢
案
に
對
す
る
敎
育
團
の
意
見
と
云
ふ
も
の
に
は
宜
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
ひ
ま
す
。
又
國
語
の
假
名
遣
で
未
だ
考
へ
て
な
い
も
の
、
例
之
ば
「
く
ぢ
ら
」
か
「
く
じ
ら
」
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か
、「
た
は
ら
」
か
「
た
わ
ら
」
か
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
、
是
れ
も
先
刻
の
字
音
と
同
じ
く
、
斯
う
云
ふ
こ
と
こ
そ
國

語
調
査
會
な
ど
で
硏
究
せ
ら
れ
て
其
の
結
果
を
公
認
せ
ら
れ
た
ら
宜
し
い
か
と
思
ひ
ま
す
。
兎
に
角
字
音
に
も
國
語

に
も
假
名
遣
に
困
難
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
凌
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
程
の
困
難
は
な
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
。

そ
こ
で
自
分
の
意
見
を

な尙
ほ

つ約ゞ
め
て
申
し
ま
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
第
一
に
假
名
遣
は
成
程
性
質
上
か

ら
保
守
的
な
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
發
音
的
の
側
か
ら
見
て
も
大
な
る
不
都
合
が
あ
る
も
の
と
は
認
め
な
い
。

そ
れ夫
ゆ
ゑ故

に
敎
科
書
な
ど
で
は
矢
張
假
名
遣
の
正
則
と
し
て
之
を
用
ゐ
ら
れ
た
い
と
云
ふ
、
此
點
は
陸
軍
省
も
一
般
に
其

の
意
見
で
あ
り
ま
す
。
第
二
は
假
名
遣
は
發
音
的
に
改
め
る
と
云
ふ
こ
と
を
爲
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
極

く
愼
重
に
調
査
し
て
漸
を
以
て
改
め
ら
れ
る
が
宜
し
い
。
其
の
時
に
は
國
語
を

き
よ淨

め
る
と
云
ふ
こ
と
を
顧
慮
し
て
、

徐
々
に
直
さ
れ
た
い
。
斯
う
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
に
第
三
に
此
の
假
名
遣
を
直
す
に
先
立
つ
て
、
國

語
に
も
字
音
に
も
假
名
遣
の
未
定
問
題
が
あ
る
か
ら
、
さ
う
云
ふ
こ
と
は
學
者
の
團
體
に
で
も
命
じ
て
兎
に
角
定
め

さ
せ
て
そ
れ
を
公
認
せ
ら
れ
た
い
。
斯
う
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
此
の
諮
詢
案
と
云
ふ
も
の
は
ど
う
も
未
だ

熟
し
て
居
ら
ぬ
や
う
に
思
ふ
。
尙
ほ
附
け
加
へ
て
申
し
た
い
意
見
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
政
府
に
於
て
は
純
粹
に
發

音
に
よ
る
國
語
の
書
き
方
と
云
ふ
こ
と
を
、
一
層
深
く
硏
究
せ
ら
れ
て
、
丁
度
西
洋
で
發
音
學
者
、Phonetik

の
學

者
が
い
ろ
〳
〵
硏
究
し
て
居
る
や
う
に
國
語
を
成
る
た
け
完
全
に
發
音
的
に
書
く
と
云
ふ
方
法
を
硏
究
せ
ら
れ
た
い

と
斯
う
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
も
唯
今
改
正
案
に
な
つ
て
居
る
發
音
的
の
假
名
と
云
ふ
も
の
は
發
音
的
で
な
い
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假名遣意見

所
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
。
矢
野
君
で
あ
り
ま
し
た
か
、
斯
う
言
は
れ
ま
し
た
、「
か
う
」
だ
の
「
こ
う
」
だ
の
「
か

ふ
」
だ
の
「
こ
ふ
」
だ
の
を
「
こ
う
」
と
書
く
、
そ
れ
は
矢
張
發
音
的
に
「
こ
お
」
と
「
お
」
の
字
を
書
い
た
方
が
宜

し
い
と
云
ふ
こ
と
を
言
は
れ
ま
し
た
が
、

ご
も
つ
と

御
尤
も
と
思
ひ
ま
す
。
古
い

さ
い催
ば馬
ら樂

な
ど
に
阿
行
の
母
音
を
後
へ
添
へ
て

書
い
た
や
う
な
例
が
あ
る
か
と
思
ふ
。
是
れ
な
ど
は
寧
ろ
發
音
的
で
書
く
と
云
ふ
側
か
ら
は
「
こ
う
」
と
書
か
ず
に
、

阿
行
の
「
お
」
を
使
つ
て
「
こ
お
」
と
書
い
た
方
が
宜
し
い
や
う
に
思
ひ
ま
す
。
其
の
外
發
音
の
必
要
な
る
硏
究
の

他
の
例
を
言
ひ
ま
す
と
、
外
國
の
語
を
書
く
と
き
に
英
語
で
云
ふ
「
あ
あ
る
」
と
「
え
る
」
な
ど
は
別
々
に
表
は
さ

れ
な
い
。
是
れ
な
ど
も
何
か
符
號
を
以
て
表
は
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
う
な
れ
ば
r
と
l
の
音
を
別
々
に
表
す

こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
。
さ
う
云
ふ
發
音
的
に
國
語
を
完
全
に
書
く
法
を
十
分
硏
究
し
て
置
か
れ
る
と
云
ふ
と
、
其

中
か
ら
ど
れ
だ
け
の
も
の
を
採
つ
て
假
名
遣
に
入
れ
る
と
云
ふ
と
き
の
基
礎
に
な
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
云
ふ
元
帳
を

作
つ
て
置
い
て
そ
れ
か
ら
靜
に
改
正
を
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
申
し
て
置
き
た
い
の
は
、
小

學
な
ど
の
敎
育
に
新
し
い
發
音
假
名
を
敎
へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
是
れ
は
混
雜
の
原
因
と
な
る
。
そ
れ
は
敎
へ
な
く
て

も
宜
し
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
是
非
小
學
校
の
初
め
か
ら
假
名
遣
は
正
し
い
假
名
遣
を
敎
へ
る
が
好
い
。
敎

科
書
は
正
則
の
假
名
遣
で
書
い
て
や
り
た
い
。
そ
こ
で
子
供
に
自
身
で
何
か
書
か
せ
る
。
書
か
せ
る
段
に
な
る
と
云

ふ
と
或
は
發
音
的
に
書
く
か
も
知
れ
ぬ
。
其
の
時
に
發
音
的
に
書
い
た
の
を
誤
と
し
な
い
、
そ
れ
を
認
め
て
や
る
。

こ
ん
な
時
の
敎
員
の
參
考
に
は
、
今
云
つ
た
や
う
な
發
音
的
の
書
き
方
の
調
査
が
出
來
て
居
つ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
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使
用
す
る
こ
と
が
出
來
る
だ
ら
う
。
發
音
的
に
書
い
た
の
を
、
そ
れ
を
誤
に
は
勘
定
し
な
い
、
斯
う
し
て
行
き
ま
す
。

さ
う
す
る
と
云
ふ
と
一
向
差
支
な
い
。
是
れ
が
本
當
の
許
容
で
あ
る
。
是
れ
な
れ
ば
許
容
と
云
ふ
詞
は
正
當
に
用
ゐ

ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
目
に
觸
れ
る
も
の
は
悉
く
本
當
の
假
名
遣
に
な
つ
て
來
る
。
斯
の
如
く
に
し

た
な
ら
ば
、
段
々
小
學
校
か
ら
中
學
校
に
行
く
に
從
つ
て
假
名
遣
を
覺
え
る
だ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
大
略
斯
う
云
ふ

意
見
で
あ
り
ま
す
。

（
明
治
四
十
一
年
六
月
）
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日本の文字について

○
國
語
の
現
狀
及
び
歷
史

○
國
語
國
字
の
本
來
の
性
質
の
認
識

○
國
語
國
字
と
國
民
と
の
關
係
の
認
識

今
日
の
國
民
生
活
に
密
接
な
る
關
係
を
有
し
、
一
日
と
雖
も
は
な
れ
る
事
の
出
來
な
い
漢
字
と
假
名
と
に
つ
い
て
、

そ
の
根
本
の
性
質
は
何
に
あ
る
か
、
中
に
も
言
語
と
の
關
係
が
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
か
を
中
心
に
し
て
說
明
し
て
み
た

い
と
お
も
ふ
。

こ
れ
は
珍
ら
し
い
事
、
新
し
い
事
で
は
な
く
、
わ
か
つ
た
事
で
、
或
は
無
用
の
事
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

實
際
、
我
々
に
あ
ま
り
近
し
い
も
の
は
、
存
外
そ
の
眞
實
が
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
國
語
國
字
の
問
題
を
論
ず

る
人
々
に
も
こ
の
危
險
が
あ
る
。

文
字
は
言
語
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る
。
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
會
的
拘
束
、
習
慣
に
す
ぎ
ず
、
兩
者
の
間

に
必
然
的
の
關
係
は
無
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
言
語
を
表
さ
ぬ
も
の
と
す
る
な
ら
ば
文
字
で
な
く
、
唯
符
號
に

す
ぎ
な
い
。

言
語
は
、
一
定
の
音
と
一
定
の
意
味
が
あ
り
、
一
方
か
ら
一
方
を
お
も
ひ
出
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
音
は
意
味
を

代
表
す
る
。（
兩
者
は
同
價
値
に
あ
ら
ず
。
目
的
は
意
味
を
他
人
に
つ
た
へ
る
に
あ
り
、
音
は
そ
の
手
段
と
し
て
用

だ
つ
も
の
で
あ
る
。）
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文
字
が
言
語
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
意
味
を
表
は
す
と
共
に
音
を
も
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
卽
ち
表
意

性
と
表
音
性
と
の
二
つ
の
方
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
文
字
の
最
も
根
本
の
性
質
で
あ
つ
て
、
文
字
を
考
へ
る
に
當
つ
て
は
寸
時
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
で

あ
る
。

漢
字
と
假
名
と
は
文
字
と
し
て
の
性
質
を
異
に
す
る
。
漢
字
は
表
意
文
字
又
は
意
字
と
よ
ば
れ
て
意
味
を
表
は
す

も
の
、
假
名
は
（
ロ
ー
マ
字
な
ど
と
共
に
）
表
音
文
字
又
は
音
字
と
よ
ば
れ
て
音
を
表
は
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
。
さ
す
れ
ば
一
寸
見
る
と
漢
字
に
は
表
音
性
な
く
、
假
名
に
は
表
意
性
が
無
い
か
の
や
う
に
見
え
る
が
、
果
し
て

さ
う
で
あ
ら
う
か
。

ま
づ
漢
字
に
つ
い
て
見
る
に
、
漢
字
に
は
、
從
來
、
形
音
義
の
三
つ
の
も
の
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
形
は
、

そ
の
字
の
形
で
あ
り
、
音
は
そ
の
字
の
よ
み
方
で
あ
り
、
義
は
、
そ
の
字
の
あ
ら
は
す
意
味
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
音
と

義
と
は
、
言
語
に
屬
す
る
事
で
あ
る
。（
漢
字
が
な
く
と
も
、
言
語
と
し
て
音
と
意
味
と
は
存
在
す
る
。）
漢
字
に
は
、

そ
れ
〴
〵
き
ま
つ
た
形
が
あ
つ
て
、
そ
れ
が
、
き
ま
つ
た
意
味
を
表
は
し
、
又
き
ま
つ
た
音
（
よ
み
方
）
を
も
つ
て

ゐ
る
。
そ
の
き
ま
つ
た
意
味
と
音
と
を
そ
の
形
が
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
字
の
形
は
、
つ
ま
り
言
語
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
表
音
性
と
表
意
性
と
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
漢
字
に
形
音
義

が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
漢
字
に
は
表
意
性
の
み
な
ら
ず
、
表
音
性
も
あ
る
事
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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日本の文字について

次
に
假
名
は
ど
う
か
。
假
名
は
表
音
文
字
と
い
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
一
々
の
假
名
は
き
ま
つ
た
よ
み
方
（
音
）

を
も
つ
て
を
り
、
言
語
の
音
を
表
は
す
が
、
意
味
を
あ
ら
は
さ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
假
名
に
は
表
意
性

は
な
い
か
と
い
ふ
に
、
さ
う
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
一
々
の
假
名
は
き
ま
つ
た
意
味
を
表
は
さ
な
い
が
、
之
を
實
際

用
ゐ
る
場
合
に
は
、
之
を
以
て
言
語
を
書
く
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
一
つ
の
假
名
で
或
意
味
を
あ
ら
は
す
事
も

あ
り
、
又
一
つ
で
足
り
な
い
場
合
に
は
、
い
く
つ
か
の
假
名
を
連
ね
て
そ
れ
で
或
意
味
を
あ
ら
は
す
。
卽
ち
、
個
々

の
文
字
と
し
て
は
い
つ
も
き
ま
つ
た
音
を
表
は
す
だ
け
で
、
き
ま
つ
た
意
味
を
あ
ら
は
す
の
で
は
な
い
が
、
實
際
に

於
て
は
、
や
は
り
意
味
を
表
は
す
の
で
あ
る
。

全
體
、
言
語
と
し
て
は
、
い
つ
で
も
音
は
或
一
定
の
意
味
を
表
は
す
爲
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
或
一

定
の
意
味
を
有
す
る
言
語
の
形
と
し
て
或
き
ま
つ
た
一
つ
づ
き
の
音
が
用
ゐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
假
名
は
さ
う
い
ふ

言
語
の
音
を
表
は
す
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
音
を
表
は
す
に
必
要
な
だ
け
、
卽
ち
、
或
場
合
に
は
一
つ
、
或
場
合
に
は

二
つ
以
上
連
ね
て
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
假
名
が
音
を
あ
ら
は
す
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
言
語
の
音
を
あ

ら
は
す
か
ぎ
り
、
結
局
は
意
味
を
表
は
す
事
に
な
る
の
で
あ
る
。（
も
し
言
語
の
音
を
表
は
さ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は

文
字
で
は
な
い
。）

假
名
が
音
を
表
は
す
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
、
漢
字
も
亦
音
を
表
は
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
卽
ち
漢

字
の
よ
み
と
し
て
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
は
音
を
表
は
す
と
い
ふ
は
た
ら
き
か
ら
み
て
假
名
と
漢
字
と
の
間
に
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何
等
か
ち
が
ひ
が
あ
る
か
ど
う
か
。

假
名
が
音
を
あ
ら
は
す
の
は
、
言
語
の
音
を
音
と
し
て
分
解
し
て
、
そ
の
分
解
し
た
も
の
を
一
つ
一
つ
の
文
字
で

あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
卽
ち
言
語
の
音
は
意
味
を
表
は
す
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
一
つ
づ
き
の
音
で
あ
る
。
そ
れ

は
言
語
と
し
て
は
、
卽
ち
、
意
味
を
も
つ
て
を
る
も
の
と
し
て
は
そ
れ
以
上
分
解
出
來
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
音

と
し
て
は
更
に
之
を
分
解
出
來
る
。
假
名
は
、
音
と
し
て
分
解
し
て
得
た
單
位
を
代
表
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
言
語

を
表
は
す
場
合
に
は
、
分
解
し
た
も
の
を
更
に
結
合
さ
せ
て
、
言
語
と
し
て
の
一
定
の
音
を
形
に
あ
ら
は
す
の
で
あ

る
。
然
る
に
、
漢
字
は
、
或
意
味
を
表
は
す
一
定
の
音
の
形
全
體
を
分
解
し
分
析
せ
ず
、
そ
の
ま
ゝ
全
體
と
し
て
之

を
あ
ら
は
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
間
の
相
違
が
あ
る
。

か
や
う
に
假
名
は
音
の
形
を
分
析
し
て
示
し
、
漢
字
は
分
析
せ
ず
全
體
を
そ
の
ま
ゝ
示
す
と
す
れ
ば
、
假
名
の
方

は
言
葉
の
音
の
形
を
明
か
に
精
密
に
示
し
、
漢
字
は
之
を
明
か
に
は
示
さ
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ

も
事
實
で
あ
る
。
し
か
し
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
こ
れ
は
唯
半
面
の
事
實
で
あ
つ
て
、
全
局
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も

さ
う
言
ひ
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

假
名
は
言
語
の
形
を
分
析
し
て
示
す
。
分
析
す
れ
ば
、
精
密
に
音
が
示
せ
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
が
、
分
析
し
た

爲
に
失
は
れ
る
も
の
は
な
い
か
と
考
へ
て
み
る
に
、
そ
れ
は
た
し
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
明
か
な
の
は
ア
ク
セ

ン
ト
で
あ
る
。
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日本の文字について

言
語
に
於
て
は
意
味
を
あ
ら
は
す
音
の
一
つ
づ
き
に
は
、
必
ず
一
定
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
。
ど
こ
を
高
く
、
ど

こ
を
低
く
、
發
音
す
る
か
の
き
ま
り
が
あ
る
。
同
じ
音
か
ら
出
來
た
語
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
ひ
に

よ
つ
て
、
別
の
語
に
な
る
（
卽
ち
、
意
味
が
違
ふ
）。
そ
れ
故
、
ア
ク
セ
ン
ト
は
言
語
と
し
て
は
大
切
な
も
の
で
あ
る

が
、
假
名
で
書
け
ば
、
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
ひ
は
書
き
わ
け
る
事
は
出
來
な
い
。

然
る
に
、
漢
字
に
於
て
は
、
そ
の
「
よ
み
」
は
一
定
の
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
語
の
音
の
形
そ
の
ま
ま
で
あ
る
故
に
、

そ
の
語
に
使
ふ
ア
ク
セ
ン
ト
も
亦
一
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
漢
字
は
唯
、
音
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
ア
ク
セ

ン
ト
を
も
示
す
と
い
ふ
事
が
出
來
る
。
か
や
う
な
點
に
於
て
、
漢
字
の
表
音
性
は
假
名
よ
り
も
一
層
精
密
で
あ
る
と

も
い
へ
る
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
假
名
は
音
を
あ
ら
は
す
文
字
で
あ
る
故
、
假
名
で
書
い
て
あ
れ
ば
、
普
通
の
場
合
は
、
發
音
は
わ
か
る
。

勿
論
ア
ク
セ
ン
ト
は
わ
か
ら
ぬ
ま
で
も
、
大
體
の
音
は
わ
か
る
。
漢
字
の
場
合
は
、
文
字
の
音
は
、
よ
み
方
を
知
ら

な
け
れ
ば
全
く
わ
か
ら
な
い
。
さ
う
い
ふ
點
に
於
て
假
名
の
方
が
便
利
だ
と
い
へ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
元
來
、
文
字
は
知
ら
な
い
言
語
を
新
し
く
覺
え
る
爲
の
も
の
で
は
な
く
、
わ
か
つ
て
ゐ
る
言
語

を
書
き
、
書
い
た
文
字
か
ら
知
つ
て
ゐ
る
語
を
お
も
ひ
出
す
爲
の
も
の
で
あ
る
。
知
ら
な
い
語
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な

に
そ
の
發
音
だ
け
が
正
し
く
わ
か
つ
て
も
之
を
理
解
す
る
事
が
出
來
ず
、
又
自
分
の
知
ら
な
い
語
な
ら
ば
之
を
書
く

と
い
ふ
事
は
出
來
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
も
し
讀
み
方
の
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
之
を
人
に
聞
い
て
ど
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ん
な
語
で
あ
る
か
を
知
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
勝
手
に
之
を
よ
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

世
人
は
こ
の
點
に
於
て
誤
解
し
て
ゐ
る
も
の
が
多
い
や
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
讀
方
を
知
ら
な
い
文
字
に
出
會
ひ
又

は
ま
だ
知
ら
な
い
語
を
書
い
た
文
字
に
出
會
つ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
之
を
そ
の
文
字

の
責
任
に
歸
す
る
の
は
根
本
的
に
あ
や
ま
つ
た
考
で
あ
る
と
信
ず
る
。

次
に
、
表
意
性
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
。

漢
字
は
、
意
味
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
同
じ
音
の
語
で
あ
つ
て
も
、
意
味
の
ち
が
つ
た
も
の
は
、
違
つ

た
文
字
で
あ
ら
は
す
の
が
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
漢
字
で
書
い
た
も
の
は
意
味
を
理
解
す
る
の
に
容
易
で
あ
る
。

假
名
は
、
言
語
を
書
く
の
に
、
語
の
音
を
分
解
し
て
、
音
に
從
つ
て
書
く
。
そ
れ
故
、
或
る
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る

一
つ
づ
き
の
音
は
、
一
字
の
も
あ
れ
ば
二
字
、
三
字
、
四
字
等
い
ろ
〳
〵
あ
る
。
そ
の
上
實
際
の
言
語
と
し
て
は
、

音
の
つ
な
が
り
が
、
意
味
に
し
た
が
つ
て
區
切
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
普
通
の
書
き
方
と
し
て
は
、
そ
の
區
切

が
書
き
あ
ら
は
さ
れ
ず
、
ず
つ
と
つ
ゞ
け
て
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
故
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
、
一
つ
の
意
味
を
あ

ら
は
す
か
が
、
す
ぐ
は
わ
か
ら
ず
、
讀
ん
で
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
普
通
の
場
合
は
言
葉
と
し
て
は
わ
か
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
讀
ん
で
み
れ
ば
わ
か
る
が
、
區
切
り
が
明
瞭
で
な
い
故
、
時
と
し
て
誤
讀
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。）
そ
れ
故
、
漢
字
の
場
合
の
如
く
、
意
味
を
理
解
す
る
場
合
に
一
目
瞭
然
と
は
行
か
な
い
。
か
や
う
な
點
に
於

て
、
漢
字
は
假
名
よ
り
も
數
等
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
同
じ
表
音
文
字
で
あ
つ
て
も
、
今
日
の
羅
馬
字
の
如
き
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は
、
一
語
ご
と
に
區
切
り
が
あ
つ
て
、
意
味
を
表
は
す
一
か
た
ま
り
の
音
は
一
か
た
ま
り
の
文
字
に
よ
つ
て
あ
ら
は

さ
れ
て
を
り
、
そ
れ
が
意
味
を
理
解
す
る
場
合
に
便
利
に
な
つ
て
ゐ
る
。
か
や
う
に
な
れ
ば
、
表
音
文
字
で
あ
つ
て

も
、
そ
の
か
た
ま
り
が
一
つ
の
も
の
と
な
つ
て
、
一
つ
の
漢
字
と
同
じ
や
う
な
性
質
の
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

我
國
の
假
名
に
は
、
ま
だ
、
か
や
う
な
習
慣
が
成
立
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
漢
字
と
假
名
と
の
表
音
性
と
表
意
性
と
に
つ
い
て
の
大
體
論
で
あ
る
。
勿
論
、
我
國
で
は
漢
字
を
假
名

の
や
う
に
そ
の
意
味
に
か
ゝ
は
ら
ず
專
ら
表
音
的
に
用
ゐ
る
用
法
が
あ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
之
を
萬
葉
假
名
と
い
ふ
。

こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
性
質
は
漢
字
で
も
假
名
と
同
樣
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
字
は
や
は
り
漢
字
で
あ
つ
て
、
全
く

假
名
の
如
く
表
音
文
字
に
な
つ
た
の
で
は
な
く
、
同
時
に
表
意
文
字
と
し
て
も
用
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
假
名
的
用
法

は
、
漢
字
の
特
別
の
用
法
に
過
ぎ
な
い
。

又
一
方
假
名
は
、
表
音
文
字
で
、
言
語
の
音
を
表
は
す
の
が
そ
の
本
來
の
性
質
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
又
そ
の
意

味
に
よ
つ
て
之
を
用
ゐ
る
事
も
あ
る
。
假
名
遣
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
つ
て
、「
い
」「
ゐ
」、「
え
」「
ゑ
」、「
お
」「
を
」

は
音
と
し
て
は
そ
れ
〴
〵
全
く
同
じ
音
で
あ
る
が
、
之
を
同
じ
處
に
は
用
ゐ
ず
、
區
別
し
て
用
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

ど
う
區
別
す
る
か
と
い
ふ
と
、
意
味
に
よ
つ
て
區
別
す
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
「
イ
ル
」
と
い
ふ
音
の
語
で
あ
る
と
す

る
と
、
音
と
し
て
は
、「
イ
」
は
全
く
同
じ
音
で
あ
る
が
、「
入
る
」「
射
る
」「
要
る
」
な
ど
の
意
味
の
語
で
あ
る
場

合
に
は
、「
い
」
を
用
ゐ
、「
居
る
」
の
意
味
の
語
で
あ
る
場
合
に
は
「
ゐ
」
を
用
ゐ
る
。「
得
る
」
と
「
彫
る
」
の
エ
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も
音
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
が
、
前
の
意
味
の
語
で
は
「
え
る
」
と
書
き
、
後
の
意
味
の
場
合
で
は
「
ゑ
る
」
と
書

く
。
こ
れ
ら
は
假
名
の
ち
が
ひ
に
よ
つ
て
意
味
の
違
ひ
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
漢
字
で
も
必
ず
し
も
い
つ
も
表
意
的
に
の
み
用
ゐ
る
の
で
な
く
、
又
假
名
で
も
、
時
に
は
音
を
表
は

す
の
み
な
ら
ず
意
味
の
ち
が
ひ
を
表
は
す
事
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
普
通
の
場
合
に
於
て
漢
字
は
表
意
文
字
で
、
假
名

は
表
音
文
字
で
あ
る
。
さ
う
し
て
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
漢
字
は
意
味
を
示
す
こ
と
を
そ
の
特
徵
と
す
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
音
を
あ
ら
は
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
し
か
も
、
そ
の
音
を
あ
ら
は
す
は
た
ら
き
は
、
或
る
點
で
は
表
音

文
字
た
る
假
名
よ
り
も
も
つ
と
具
體
的
で
あ
つ
て
一
層
精
密
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
點
が
あ
る
の
で
あ
り
、
表
意
の

は
た
ら
き
に
於
て
は
、
假
名
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
、
明
瞭
で
適
切
で
あ
る
。
假
名
は
表
音
の
は
た
ら
き
に
於

て
は
、
漢
字
の
も
た
な
い
や
う
な
長
所
を
も
つ
て
ゐ
る
と
は
い
ふ
も
の
の
、
又
一
方
か
ら
み
れ
ば
、
ま
だ
不
完
全
で

不
精
密
な
點
も
あ
り
、
又
表
意
の
點
に
於
て
は
漢
字
に
く
ら
べ
て
は
、
ま
だ
不
完
全
で
不
便
な
點
が
多
い
。

さ
う
し
て
、
言
語
は
つ
ま
り
、
思
想
交
換
が
そ
の
目
的
で
あ
る
故
、
そ
の
最
も
大
切
な
の
は
、
意
味
で
あ
つ
て
、

そ
の
音
の
側
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
音
が
言
語
に
於
て
大
切
な
の
は
意
味
を
傳
へ
る
手
段
と
し
て
で
あ
る
が
、
文
字

に
書
い
た
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
音
に
よ
ら
な
く
と
も
文
字
と
し
て
目
に
見
え
る
形
だ
け
に
よ
つ
て
も
意
味
を
傳
へ

る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
文
字
の
場
合
に
大
切
な
の
は
、
そ
の
表
音
性
よ
り
も
表
意
性
に
あ
る
の
で
あ
る
。

假
名
と
漢
字
と
を
く
ら
べ
て
見
る
と
、
前
に
述
べ
た
や
う
に
、
漢
字
の
方
が
そ
の
表
意
性
が
著
し
く
意
味
を
傳
へ
る
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の
に
便
益
が
多
い
と
す
れ
ば
、
漢
字
の
文
字
と
し
て
の
價
値
は
假
名
に
く
ら
べ
て
勝
れ
た
點
が
あ
る
事
を
認
め
な
い

わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。

勿
論
私
が
、
文
字
の
意
味
を
大
切
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
そ
の
表
音
性
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
こ

と
に
、
山
田
孝
雄
氏
が
國
語
史
文
字
篇
に
文
字
の
本
質
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た

一
、
文
字
は
思
想
觀
念
の
視
覺
的
形
象
的
の
記
號
で
あ
る
。

二
、
文
字
は
思
想
觀
念
の
記
號
と
し
て
一
面
言
語
を
代
表
す
る
。

と
い
ふ
說
に
對
し
て
は
、
む
し
ろ
反
對
の
意
見
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
文
字
は
單
に
一
面
言
語
を
代
表
す
る
の
で
は

な
く
、
全
面
的
に
言
語
を
代
表
す
る
も
の
と
考
へ
る
の
で
あ
つ
て
、
言
語
に
は
必
ず
一
定
の
音
が
あ
る
も
の
で
、
文

字
も
こ
の
音
を
あ
ら
は
せ
ば
こ
そ
文
字
で
あ
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
、
文
字
な
ら
ば
必
ず
一
定
の
よ
み
方
を
伴
ふ
の
で

あ
る
。
も
し
、
そ
れ
が
な
く
、
只
觀
念
思
想
を
表
す
る
だ
け
な
ら
文
字
で
は
な
く
符
號
（
記
號
）
に
す
ぎ
な
い
。
實

際
文
字
が
あ
つ
て
も
、
よ
み
方
を
知
ら
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
文
字
で
あ
る
以
上
は
何
か
き
ま
つ
た
よ
み

方
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
無
い
と
は
考
へ
な
い
。
又
一
方
文
字
の
あ
ら
は
す
思
想
觀
念
と
い
ふ
も
の
も
只
抽

象
的
の
思
想
觀
念
で
は
な
く
、
言
語
と
し
て
一
定
の
音
で
あ
ら
は
さ
れ
る
思
想
觀
念
、
卽
ち
言
語
の
意
味
と
き
ま
つ

た
思
想
觀
念
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
言
語
を
は
な
れ
て
は
、
文
字
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら

ず
、
言
語
の
用
と
い
ふ
側
か
ら
見
て
意
味
の
方
が
實
際
上
重
き
を
な
し
、
音
の
方
が
閑
却
せ
ら
れ
る
事
は
事
實
で
あ
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る
。
甚
し
き
は
、
文
字
は
同
じ
で
あ
つ
て
、
よ
み
方
が
全
然
違
つ
て
も
、
や
は
り
思
想
を
通
ず
る
役
目
を
す
る
事
は

漢
文
の
筆
錄
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
か
や
う
な
事
情
に
あ
れ
ば
こ
そ
、
更
に
一
層
文
字
の
よ
み
方
敎
育
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。

漢
字
と
假
名
と
が
文
字
と
し
て
の
性
質
を
異
に
し
、
そ
れ
〴
〵
獨
特
の
長
所
を
有
す
る
こ
と
上
述
の
如
く
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
我
國
で
は
現
今
こ
の
二
種
の
文
字
を
共
に
用
ゐ
、
同
じ
文
の
中
に
之
を
混
用
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ど
ん

な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

現
代
の
文
に
於
て
、
主
と
し
て
漢
字
で
書
く
語
と
、
假
名
で
書
く
語
と
は
槪
し
て
い
へ
ば
、
そ
の
文
法
上
の
性
質

を
こ
と
に
し
て
ゐ
る
。
卽
ち
品
詞
の
違
ひ
に
よ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
助
動
詞
、
助
詞
及
び
用
言
の
活
用
語
尾
は
常
に

假
名
で
書
く
の
が
原
則
で
あ
り
、
其
他
の
品
詞
は
主
と
し
て
漢
字
で
書
く
の
が
な
ら
は
し
に
な
つ
て
ゐ
る
。
助
詞
や

助
動
詞
及
び
活
用
語
尾
は
、
古
く
「
て
に
を
は
」
と
い
は
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
い
つ
も
他
の
語
に
伴
つ
て
附
屬
的

に
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
其
他
の
品
詞
は
、
比
較
的
獨
立
性
の
つ
よ
い
も
の
で
あ
つ
て
、「
て
に
を
は
」
の
類
を

附
屬
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
助
詞
や
助
動
詞
や
活
用
語
尾
は
、
語
と
語
と
の
關
係
や
、
或
は
斷
定
、
願
望
、
要
求
、

咏
歎
の
や
う
な
意
味
を
言
ひ
あ
ら
は
し
て
文
の
構
成
上
極
め
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
其
他
の
品
詞
の

あ
ら
は
す
主
要
な
る
意
味
に
附
帶
し
て
あ
ら
は
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
い
つ
も
他
の
語
の
後
に
附
く
も
の
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で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
る
意
味
を
あ
ら
は
す
語
を
、
そ
の
意
味
を
あ
ら
は
す
に
適
當
な
極
め
て
印
象
的
な
漢
字
で
書

き
、
之
に
伴
ふ
意
味
を
あ
ら
は
す
「
て
に
を
は
」
の
類
を
そ
の
下
に
假
名
で
書
く
の
は
、
こ
れ
ら
の
各
種
の
語
の
性

質
に
適
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
や
う
に
漢
字
と
假
名
と
が
適
當
に
交
錯
し
、
さ
う
し
て
意
味
か

ら
見
て
も
又
音
か
ら
考
へ
て
も
、
漢
字
と
そ
れ
に
伴
ふ
假
名
と
が
一
團
と
な
つ
て
、
そ
の
前
後
に
區
切
り
が
あ
る
の

で
あ
つ
て
、
假
名
か
ら
漢
字
に
移
る
所
が
、
自
然
、
音
と
意
味
と
の
切
れ
目
と
な
つ
て
、
特
に
わ
か
ち
書
き
を
し
な

く
と
も
、
わ
か
ち
書
き
を
し
た
と
同
樣
の
效
果
を
あ
げ
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
つ
て
、
讀
む
に
も
甚
便
利
に
容
易
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め
て
巧
妙
な
方
法
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
か
や
う
に
考
へ
て
來
る
と
、
現
今
普

通
に
行
は
れ
る
漢
字
假
名
ま
じ
り
の
文
は
、
一
見
複
雜
に
し
て
統
一
が
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
國
語
の
文
の
構
造
の

特
質
を
捉
へ
て
漢
字
と
假
名
と
の
長
所
を
巧
に
發
揮
さ
せ
た
も
の
で
、
我
が
國
民
の
優
れ
た
る
直
覺
と
適
用
の
才
と

の
あ
ら
は
れ
を
見
る
事
が
出
來
る
と
い
つ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

か
や
う
な
點
か
ら
見
る
と
、
漢
字
を
む
や
み
に
制
限
し
て
、
之
を
假
名
に
か
へ
る
事
は
容
易
に
贊
成
し
が
た
い
の

で
あ
つ
て
、
か
や
う
な
事
に
つ
い
て
は
、
も
つ
と
廣
い
處
か
ら
考
へ
て
十
分
の
思
慮
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
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文部省の假名遣改定案について

わ
が我

文
部
省
の

か
な
づ
か
ひ

假
名
遣
改
定
案
は
旣
に

や
ま山
だ田
よ
し孝
を雄

氏
の
痛
擊
を
加
へ
た
る
所
な
り
。（
雜
誌
「

み
や
う明
じ
や
う星

」
二
月
號
參

照
）
山
田
氏
の
痛
擊
た
る
、
尋
常
一
樣
の
痛
擊
に
あ
ら
ず
。
そ
の

ま
さ當

に
破
る
べ
き
を
破
つ
て

す
ん寸
が
う毫

の
遺
憾
を

と
ど止

め
ざ

る
はほ

と
ん殆

ど
サ
ム
ソ
ン
の
指
動
い
て
ペ
リ
シ
テ
の
マ
ツ
チ
箱
の
つ
ぶ
る
る
に
似
た
り
。
こ
の
山
田
氏
の
痛
擊
の

の
ち後

に
假

名
遣
改
定
案
を
罵
ら
む
と
慾
す
、
誰
か
又
蒸
氣
ポ
ン
プ
の
至
れ
る

の
ち後

、
り
ゆ
う
と
す
ゐ

龍
吐
水
を
持
ち

い
だ出

す
の

た
ん歎

な
き
を
得
む
や
。

然
れ
ど
も
思
へ
、
火
を
滅
せ
む
に
は

い
つ一
し
や
く杓

の
水
も
用
な
し
と

な做
さ
ず
。い

は
ん況

や
一
條
龍
吐
水
の
水
を
や
。

こ
れ是

僕
の
創

見
な
き
を

は羞
ぢ
ず
、
消
防
に
加
は
ら
む
と
す
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
な
り
。

我
文
部
省
の
假
名
遣
改
定
案
は
漫
然
と
「
改
定
」
を
稱
す
れ
ど
も
、
何
に
依
つ
て
改
定
せ
る
か
を
明
ら
か
に
せ

ず
。
勿
論
政
府
の
命
ず
る
所
の
何
に
依
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
はか

な
ら
ず

必
し
も

と
が咎

む
べ
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
僕
は

ぎ
ん銀
ざ座

街
頭
を

ゆ行
く
に
常
に

ひ
だ
り左
が
は側

を
通
行
す
れ
ど
も
、
何
に
依
つ
て

み
ぎ右
が
は側

を
步
ま
ず
左
側
を
步
む
か
を
明
ら
か
に
せ

ず
。
然
れ
ど
も
左
側
を
步
む

ゆ
ゑ
ん

所
以
は
便
宜
に
出
づ
る
こ
と
を
信
ず
れ
ば
な
り
。

試
み
に
僕
等
に
命
ず
る
に

ひ日
び比
や谷

公
園
の

つ
つ
じ

躑
躅
を

き伐
り
、

あ
ひ
る

家
鴨
を
殺
す
こ
と
を
以
て
せ
よ
。
誰
か
そ
の

な
ん何

の
故
に

伐
り
何
の
故
に
殺
す
か
を
問
は
ざ
ら
む
や
。
卽
ち
政
府
の
命
ず
る
所
の
何
に
依
る
か
を
明
ら
か
に
せ
ざ
る
はか

な
ら
ず

必
し

も
と
が咎

む
べ
か
ら
ず
とい

へ
ど雖

も
、
ま
づ
そ
の
便
宜
に
出
づ
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
を
僕
等
「
大
み
た
か
ら
」
に
信
ぜ
し
め
ざ
る

べ
か可

ら
ず
。

假
名
遣
改
定
案
を
制
定
し
た
る
國
語
調
査
會
の
委
員
諸
公
はこ

と
ご
と
く

悉
聰
明
練
逹
の
士
な
り
。
何
ぞ
こ
の
明
白
な
る
理
の

當
然
を
知
ら
ざ
る
こ
と
あ
ら
む
や
。
然
ら
ば
諸
公
は
假
名
遣
改
定
案
の
便
宜
た
る
を
信
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
僕
等
も
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ま
た亦

便
宜
た
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
、
諸
公
の
如
く
な
る
を
信
ず
る
な
る
べ
し
。
諸
公
の
便
宜
た
る
を
信
ず
る
は
諸
公

の
隨
意
に
任
ず
る
も
可
な
り
。
然
れ
ど
も
僕
等
も
諸
公
の
如
く
便
宜
た
る
こ
と
を
信
ず
べ
し
と
す
る
は
―
―
少
く
と

も
諸
公
の
樂
天
主
義
もい

さ
さ聊

か
過
ぎ
た
り
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

僕
は
勿
論
假
名
遣
改
定
案
の
便
宜
た
る
こ
と
を
信
ず
る

あ
た能

は
ず
。
假
名
遣
改
定
案
は
―
―
た
と
へ
ば
「
。　ゐ

」「
。　ゑ

」

を
廢
す
る
は

は
ん繁

を
は
ぶ省

け
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も

は
ん繁

を
は
ぶ省

け
る
が
故
に
直
ち
に
便
宜
な
り
と
考
ふ
る
は
最
も
危

險
な
る
思
想
な
り
。
天
下
何
も
の
か
暴
力
よ
り
も
容
易
に
繁
を
省
く
も
の
あ
ら
む
や
。

も若
し
僕
に
し
て
最
も
手
輕
に

假
名
遣
改
定
案
を
葬
ら
む
と
せ
む

か乎
、
僕

ま
た亦

區
々
た
る

ひ
つ筆
け
ん硯

の
か
ん間

に
委
員
諸
公
を
責
む
る
に
先
だ
ち
、
直
ち
に
諸
公

を
暗
殺
す
べ
し
。
僕
の
諸
公
を
暗
殺
せ
ず
、

あ
へ敢

て
ペ
ン
を

か驅
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
は
―
―
原
稿
料
の
爲
と
云
ふ
こ
と

な
か勿

れ
。
―
―

一
に
諸
公
を
暗
殺
す
る
の
簡
は
卽
ち
簡
た
り
と
雖
も
、
便
宜
な
ら
ざ
る
を
信
ず
れ
ば
な
り
。「
。　ゐ

」「
。　ゑ

」
を
廢
し

て
「
。　い

」「
。　え

」
の
み
を
存
す
、
誰
か
簡
な
る
を
認
め
ざ
ら
む
や
。
然
れ
ど
も
敷
島
の
や
ま
と
言
葉
の
亂
れ
む
と
す

る
危
險
を
顧
み
ざ
る
は
斷
じ
て
便
宜
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
國
語
調
査
會
の
委
員
諸
公
はこ

と
ご
と
く

悉
聰
明
練
逹
の
士
な
り
。

あ
に豈
や
う陽

に
忠
孝
を
說
き
、

い
ん陰

に
爆
彈
をふ

と
こ
ろ

懷
に
す
る
超
僞
善
的
恐
怖
主
義
者
な
ら
む
や
。
し
か
も
諸
公
の
爲
す
所
を
見

れ
ば
、
諸
公
の
簡
をた

ふ
と尊

ぶ
こ
と
、

ど土
ば
ん蠻

の
生
殖
器
を
尊
ぶ
が
如
く
な
る
はほ

と
ん殆

ど
恐
怖
主
義
者
と
同
一
な
り
。
雜
誌

「
み
や
う明
じ
や
う星

」
同
人
は
諸
公
を
以
て
便
宜
主
義
者
と

な做
す
。（
雜
誌
「
明
星
」
二
月
號
所
載
）
便
宜
主
義
者

か乎
。
便
宜
主

義
者
乎
。
僕
は

む
し寧

ろ
諸
公
を

も
く目

す
る
に
不
便
宜
主
義
者
を
以
て
す
る
も
の
な
り
。
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文部省の假名遣改定案について

わ
が我

文
部
省
の
假
名
遣
改
定
案
の
便
宜
に
出
づ
る
こ
と
を
認
め
難
き
は

か
み上

に
辯
じ
た
る
所
な
り
。
卒
然
と
し
て
こ
の

改
定
案
を
示
し
、

て
ん恬
ぜ
ん然

と
し
て
責
任
を
果
し
た
り
と

な做
す
、
誰
か

わ
が我

謹
嚴
な
る
委
員
諸
公
の
無
邪
氣
に
驚
か
ざ
ら
む

や
。
然
れ
ど
も
簡
を
尊
ぶ
は

た
う
〳
〵

滔
々
た
る
時
代
の
風
潮
な
り
。

あ
ま甘
か
す粕

大
尉
の

お
ほ大
す
ぎ杉
さ
か
え榮

を
殺
し
、

な
か中
を
か岡
こ
ん艮
い
ち一

の
は
ら原
け
い敬

を

刺
せ
る
も
皆
こ
の
時
代
の
風
潮
に
從
へ
る
も
の
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ば
我
委
員
諸
公
の
簡
を
愛
す
る
こ

と
、

だ
い醍
ご醐

の
如
く
な
る
も
或
は
驚
く
に
足
ら
ざ
る
べ
し
。

む
べ宜

な
る
か
な
、

な
ん南
ゑ
ん園
は
く白
ば
い梅

の
花
、

じ
ゆ壽
や
う陽
こ
う公
し
ゆ主

の
面
上
に
落

ち
て
、

ば
い梅
く
わ花
さ
う粧

の
天
下
を

ふ
う風
び靡

し
た
る
や
。
然
れ
ど
も

か
な
づ
か
ひ

假
名
遣
改
定
案
は
單
に
我
が
日
本
語
の
墮
落
を
顧
み
ざ
る
の

み
な
ら
ず
、
又
實
に
天
下
を
し
て
理
性
の
尊
嚴
を
失
は
し
む
る
も
の
な
り
。
た
と
へ
ば
「
。　ぢ

」「
。　づ

」
を
廢
す
る
を
見

よ
。「
。　ぢ

」「
。　づ

」
に
し
て
絕
對
に
廢
せ
ら
れ
む

か乎
。「
常
常

こ小
づ
ら面

憎
い

は葉
ぢ
や茶
や屋

の
て
い亭
し
ゆ主

」
は
「
つ
ね
。　ず
。　ね

こ
。　ず
。　ら

憎
い

葉
。　じ
。　や

屋
の
亭
主
」
と
書
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。「
つ
ね
」
の
「
。　づ
。　ね

」
に
變
ず
る
は
理
解
す
べ
し
。「
。　ず
。　ね

」
に
變
ず

る
は
理
解
す
べ
か
ら
ず
。「

け毛
ず
ね脛

」
を
「
け
。　ず
。　ね

」
と
い
ふ
よ
り
す
れ
ば
、「
つ
ね
。　ず
。　ね

」
ま
た亦

「
つ
ね常
ず
ね脛

」
な
ら
ざ
ら
む

や
。「

こ小
づ
ら面

」
の
「
。　ず
。　ら

」
も
亦
然
り
。

も若
し

そ
れ夫

「
葉
。　じ
。　や

屋
」
に
至
つ
て
は
、
誰
か
「
茶
屋
」
を
「
ち
や
や
」
と
書

き
、「
葉
茶
屋
」
を
「
葉
。　じ
。　や

屋
」
と
書
か
む
と
す
る
も
の
ぞ
。
こ
れ
を

し强
ひ
て
書
か
し
め
む
と
す
る
は
僕
等
の
理
性

の
尊
嚴
を
失
は
し
め
む
と
す
る
も
の
な
り
。
東
京
人
の
發
音
の
不
正
確
な
る
、
常
に
「
。　じ

」
と
「
。　ぢ

」
と
を
分
た
ず
、

「
。　ず

」
と
「
。　づ

」
と
を
分
た
ざ
る
は
事
實
た
る
に
近
か
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
直
ち
に
こ
れ
を
以
て
「
。　ぢ

」「
。　づ

」
を
廢
し

去
る
も
可
な
り
と
言
は
ば
、

て
ん天
じ
つ日
あ
に豈
ち
や
う長
あ
ん安

よ
り
も
遠
か
ら
む
や
。
國
語
調
査
會
の
委
員
諸
公
はこ

と
ご
と
く

悉
聰
明
練
逹
の
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士
な
り
。
理
性
の
尊
嚴
を
無
視
す
る
の
危
險
は
諸
君
も

ま
た亦

明
ら
か
に
知
る
所
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
諸
公
の
爲
す
所

を
見
れ
ば
、ほ

と
ん殆

ど
地
球
の

で
い泥
だ
ん團

た
る
を
信
ぜ
ず
、
二
等
邊
三
角
形
の
頂
角
の
二
等
分
線
は
底
邊
を
二
等
分
す
る
を
も

信
ぜ
ざ
る
に
似
た
り
。
雜
誌
「

み
や
う明
じ
や
う星

」
同
人
は
諸
公
を
以
て
「

あ
た
ら新

し
が
り
」
と

な做
す
。「
新
し
が
り
」

か乎
。「
新
し

が
り
」
乎
。
僕
は

む
し寧

ろ
諸
公
を

も
く目

す
る
に

そ素
ぼ
く朴

觀
念
論
に
心
醉
し
た
る
原
始
文
明
主
義
者
を
以
て
す
る
も
の
な
り
。

わ
が我

文
部
省
の
假
名
遣
改
定
案
は

き
ん金
く
わ
う光
さ
ん燦
ぜ
ん然

た
る

い
ち一「

簡
」
字
の
前
に
日
本
語
の
墮
落
を
顧
み
ず
、
理
性
の
尊
嚴
を

も
無
視
す
る
も
の
な
り
。
我
謹
嚴
な
る
委
員
諸
公
は
眞
に
こ
の
案
を
小
學
敎
育
に
實
施
せ
む
と
す
る
も
の
な
り
や
否

や
。

い
な否

、
僕
は
こ
の
案
の

じ
や
う常
だ
ん談

た
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
な
り
。

も若
し
常
談
た
ら
ず
と
す
れ
ば
、

じ
つ實
し施

す
る
の
不
可

は
言
ふ
を
待
た
ず
、
た
と
ひ
實
施
せ
ず
と
す
る
も
、
我
國
民
の
精
神
的
生
命
に

は
く白
じ
ん刃

の
一
擊
を
加
へ
む
と
し
た
る
の

罪
は
人
天
の

ゆ
る赦

さ
ざ
る
所
な
る
べ
し
。
我
國
語
調
査
會
の
委
員
諸
公
はこ

と
ご
と
く

悉
聰
明
練
逹
の
士
な
り
。
何
ぞ
大
正
の
聖

代
に
こ
の
暴
擧
を

あ
へ敢

て
せ
む
や
。
僕
は
正
直
に
白
狀
す
れ
ば
、
諸
公
の
喜
劇
的
精
神
に
尊
敬
と
同
情
と
を
有
す
る
も

の
な
り
。
然
れ
ど
も
、

ご語
に
こ
れ
を
言
は
ず
や
、「
常
談
に
も
程
が
あ
る
」
と
。
僕
は
諸
公
の
常
談
の
大
規
模
な
る
は

愛
す
れ
ど
も
、
そ
の

せ世
だ
う道

人
心
に
害
あ
る
の
事
實
は
認
め
ざ
る

あ
た能

は
ず
。

わ
が我

日
本
の
文
章
は
明
治
以
後
の
發
逹
を
見
る
も
、
幾
多
僕
等
の

せ
ん先
だ
つ逹

た
る
天
才
、
―
―
言
ひ
換
へ
れ
ば
偉
大
な
る

賣
文
の
徒
の
苦
心
を
待
つ
て
成
れ
る
も
の
な
り
。

ロ
オ
マ

羅
馬
は

い
ち一
じ
つ日

に
成
る
べ
か
ら
ず
。
文
章

ま
た亦

羅
馬
にこ

と
な異

ら
む
や
。
こ

の
文
章
の
興
廢
に
關
す
る
假
名
遣
改
定
案
の
如
き
、

け
い輕〳
〵々

に
こ
れ
を
行
は
む
と
す
る
は

こ
う紅
え
ふ葉

、
ろ露
は
ん伴

、
い
ち一
え
ふ葉

、
び美
め
う妙

、
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文部省の假名遣改定案について

そ蘇
ほ
う峰

、
ち
よ樗
ぎ
う牛

、
し子
き規

、
そ
う漱
せ
き石

、
お
う鷗
ぐ
わ
い外

、
せ
う逍
え
う遙
ら等

の
せ
ん先
だ
つ逹

を
侮
辱
す
る
もは

な
は
だ

甚
し
と
言
ふ
べ
し
。

い
な否

、
彼
等
の
足
跡
を

踏
め
る
僕
等
天
下
の
賣
文
の
徒
を
侮
辱
す
る
も
甚
し
と
言
ふ
べ
し
。
僕
等
は

く句
と
う讀
て
ん點

の
原
則
す
ら
確
立
せ
ざ
る
言
語

上
の
暗
黑
時
代
に
生
ま
れ
た
る
も
の
な
り
。
こ
の
混
沌
た
る
暗
黑
時
代
に

い
ち一
る縷

の
く
わ
う光
み
や
う明

を
與
ふ
る
も
の
は
僕
等
の

先
逹
並
び
に
民
間
の
學
者
の

わ
づ纔

か
に

と
う燈
し
ん心

を
加
へ
來
れ
る
二
千
年
來
の

じ
や
う
や

常
夜

と
う燈

あ
る
の
み
。
若
し
こ
の
常
夜
燈
に
し

て
光
明
を
失
は
む

か乎
、
僕
等
の

め
い命

休
す
べ
く
、
日
本
の
文
章
衰
ふ
べ
し
。
我
謹
嚴
な
る
委
員
諸
公
は
僕
等
の
命
休
す

る
も
泰
然
た
ら
む
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。（
同
時
に
又
僕
等
の
墓
上
の
松

さ
つ颯〳
〵々

の
聲
を
生
ず
る
の
時
に
當
り
、
僕
等
の

作
品
を
敎
科
書
に
加
へ
、
倂
せ
て
作
者
の
夢
に
も
知
ら
ざ
る
註
釋
を
附
せ
む
も
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。）
然
れ
ど
も
思
へ
。

ち
う中
ど
う堂

の
猛
火
、

と
う東
え
い叡
ざ
ん山

の
天
を

こ焦
が
し
て
よ
り
日
本
の
文
章
に
貢
獻
し
た
る
も
の
は
文
部
省
な
る
か
僕
等
な
る
か
を
。

明
治
三
十
三
年
以
來
文
部
省
の
計
畫
し
た
る
幾
多
の
改
革
は
一
た
び
も
文
章
に

ひ稗
え
き益

し
た
る
を
聞
か
ず
。

か
へ却

つ
て
語

格
假
名
遣
の

ご誤
び
う謬

を
天
下
に

ま
ん蔓
え
ん延

せ
し
め
た
る
の
み
。
そ
の

へ
い弊
が
い害

を
知
ら
む
と
す
る
も
の
は
今
に
至
つ
て
誤
謬
に
富

め
る
新
聞
雜
誌
書
籍

と
う等

―
―
た
と
へ
ば
僕
の
小
說
集
を
見
る
べ
し
。
し
か
も
文
部
省
は
こ
れ
を
以
て

い
ま未

だ
そ
の
破
壞

慾
を
滿
た
し
た
り
と

な做
さ
ず
、
た
と
ひ

じ
や
う常
だ
ん談

に
も
何
に
も
せ
よ
、
今
度
の
假
名
遺
改
定
案
を
發
表
し
た
る
は
か
の
爆

彈
事
件
な
る
も
の
と

き軌
を

い
つ一

に
し
た
る
常
談
な
り
。
僕
は
警
視
廳
保
安
課
の
か
か
る
常
談
を
取
締
ま
る
に
甚
だ
寬
な

る
をあ

や
し怪

ま
ざ
る

あ
た能

は
ず
。

僕
は
勿
論

や
ま山
だ田
よ
し孝
を雄

氏
の

き驥
び尾

に
附
す
る

あ
を蒼
ば
へ蠅

な
り
。
只
雜
誌
「

み
や
う明
じ
や
う星

」
の
讀
者
を
除
け
る
一
天
四
海
の
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こ
う恆
が河
し
や沙
じ
ん人

はか
な
ら
ず

必
し
も
假
名
遣
改
定
案
の
愚
擧
た
る
を
知
れ
り
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
卽
ち
豫
言
者
ヨ
ハ
ネ
の
如
く
、

或
は

き
う救
せ
い世
ぐ
ん軍

の
太
鼓
の
如
く
山
田
氏
の
公
論
を
廣
吿
す
る
に
聲
を
大
に
せ
る

ゆ
ゑ
ん

所
以
な
り
。
然
れ
ど
も
野
人
禮
に

な
ら嫻

は

ず
、

み
だ妄

り
に

わ
い猥
ざ
つ雜

の
言
を
弄
し
、

か
み上

は
山
田
孝
雄
氏
よ
り

し
も下

は
我
謹
嚴
な
る
委
員
諸
公
をは

づ
か
し

辱
め
た
る
は
そ
の
罪

も
と素

よ

り
少
か
ら
ず
。
今
ペ
ン
を

お擱
か
む
と
す
る
に
當
り
、
謹
ん
で

か
い海
じ
よ恕

を
こ乞

ひ
奉
る
。
死
罪
々
々
。

（
大
正
十
四
年
三
月
）
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表
音
的
假
名
遣
は
假
名
遣
に
あ
ら
ず

橋
本
進
吉





表音的假名遣は假名遣にあらず

一

假
名
遣
と
い
ふ
語
は
、
本
來
は
假
名
の
つ
か
ひ
方
と
い
ふ
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
現
今
普
通
に
は
、

そ
ん
な
廣
い
意
味
で
な
く
、「
い
」
と
「
ゐ
」
と
「
ひ
」、「
え
」
と
「
ゑ
」
と
「
へ
」、「
お
」
と
「
を
」
と
「
ほ
」、「
わ
」

と
「
は
」
の
や
う
な
。　同
。　音
。　の
。　假
。　名

の
用
法
に
關
し
て
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
世
間
で
は
、
こ
れ
ら
の
假

名
に
よ
る
國
語
の
。　音

の
書
き
方
が
卽
ち
假
名
遣
で
あ
る
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
が
、
實
は
さ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
等
の

假
名
は
何
れ
も
同
じ
音
を
表
は
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
音
自
身
を
ど
ん
な
に
考
へ
て
見
て
も
、
ど
の
假
名
で
書
く

べ
き
か
を
き
め
る
事
が
出
來
る
筈
は
な
い
。
そ
れ
で
は
假
名
遣
は
ど
う
し
て
き
ま
る
か
と
い
ふ
に
、
實
に
。　語

に
よ
つ

て
き
ま
る
の
で
あ
る
。「
愛
」
も
「
藍
」
も
「
相
」
も
、
そ
の
音
は
ど
れ
も
ア
イ
で
あ
つ
て
、
そ
の
イ
の
音
は
全
く
同

じ
で
あ
る
が
、「
愛
」
は
「
あ
。　い

」
と
書
き
「
藍
」
は
「
あ
。　ゐ

」
と
書
き
「
相
」
は
「
あ
。　ひ

」
と
書
く
。
同
じ
イ
の
音

を
或
は
「
い
」
を
用
ゐ
或
は
「
ゐ
」
を
用
ゐ
或
は
「
ひ
」
を
用
ゐ
て
書
く
の
は
、「
愛
」
の
意
味
の
ア
イ
で
あ
る
か
、

「
藍
」
の
意
味
の
ア
イ
で
あ
る
か
、「
相
」
の
意
味
の
ア
イ
で
あ
る
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
單
な
る
音
は
意
味
を
持
た

ず
、
語
を
構
成
し
て
は
じ
め
て
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
假
名
遣
は
、
單
な
る
音
を
假
名
で
書
く
場
合
の
き
ま

り
で
な
く
、
語
を
假
名
で
書
く
場
合
の
き
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
事
は
古
來
の
假
名
遣
書
を
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
例
へ
ば
定
家
假
名
遣
と
い
は
れ
て
ゐ
る
行
阿
の
假
名
文
字
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遣
は
「
を
」「
お
」
以
下
の
諸
項
を
設
け
て
、
各
項
の
中
に
そ
の
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
多
く
の
語
を
列
擧
し
て
を
り
、

所
謂
歷
史
的
假
名
遣
の
根
元
た
る
契
沖
の
和
字
正
濫
鈔
も
亦
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
以
下
の
諸
項
を
擧
げ
て
、
そ
れ
〴
〵

の
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
諸
語
を
列
擧
し
て
ゐ
る
。
楫
取
魚
彥
の
古
言
梯
に
い
た
つ
て
は
、
多
く
の
語
を
五
十
音
順
に

擧
げ
て
、
一
々
そ
れ
に
用
ゐ
る
べ
き
假
名
を
示
し
て
、
假
名
遣
辭
書
の
體
を
な
し
て
ゐ
る
が
、
辭
書
は
い
ふ
ま
で
も

な
く
語
を
集
め
た
も
の
で
、
音
を
あ
つ
め
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
つ
て
も
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
が
語
を
離
れ

て
考
へ
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
事
は
明
瞭
で
あ
る
。

表
音
的
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
は
、
國
語
の
音
を
一
定
の
假
名
で
書
く
事
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
標
準

は
音
に
あ
つ
て
意
味
に
は
な
い
。
そ
れ
故
、
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
同
じ
音
は
い
つ
も
同

じ
假
名
で
書
く
の
を
主
義
と
す
る
の
で
あ
る
。「
愛
」
で
も
「
藍
」
で
も
「
相
」
で
も
ア
イ
と
い
ふ
音
な
ら
ば
、
何
れ

も
「
あ
い
」
と
書
く
の
を
正
し
い
と
す
る
。
そ
れ
故
ど
の
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
か
を
定
め
る
に
は
、
ど
ん
な
音
で
あ

る
か
を
考
へ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
つ
て
、
ど
ん
な
語
で
あ
る
か
に
は
關
し
な
い
。
勿
論
表
音
的
假
名
遣
に
つ
い
て
書
い

た
も
の
に
も
往
々
語
が
あ
げ
て
あ
る
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
只
書
き
方
の
例
と
し
て
擧
げ
た
の
み
で
、
さ
う
書
く
べ

き
語
の
全
部
を
網
羅
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
原
則
か
ら
推
し
て
考
へ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
然

る
に
古
來
の
假
名
遣
書
に
擧
げ
た
諸
語
は
、
そ
れ
ら
の
語
一
つ
一
つ
に
於
け
る
假
名
の
用
法
を
示
し
た
も
の
で
、
そ

こ
に
擧
げ
ら
れ
た
以
外
の
語
の
假
名
遣
は
、
必
ず
し
も
之
か
ら
推
定
す
る
事
は
出
來
な
い
。
時
に
は
推
定
に
よ
つ
て
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表音的假名遣は假名遣にあらず

假
名
を
き
め
る
事
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
、
音
を
考
へ
て
い
か
な
る
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
か
を
き
め
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
語
が
旣
に
假
名
遣
の
明
か
な
語
と
同
源
の
語
で
あ
る
と
か
、
或
は
そ
れ
か
ら
轉
化
し
た
語
で
あ
る
と

か
を
考
へ
て
き
め
る
の
で
あ
つ
て
、
や
は
り
箇
々
の
語
に
於
け
る
き
ま
り
と
し
て
取
扱
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
所
に
よ
つ
て
、
古
來
の
假
名
遣
は
（
定
家
假
名
遣
も
所
謂
歷
史
的
假
名
遣
も
）
假
名
に
よ
る
語
の
書

き
方
に
關
す
る
き
ま
り
で
あ
つ
て
、
語
を
基
準
に
し
て
き
め
た
も
の
で
あ
り
、
表
音
的
假
名
遣
は
假
名
に
よ
る
音
の

書
き
方
の
き
ま
り
で
あ
つ
て
、
音
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
事
が
明
白
に
な
つ
た
と
思
ふ
。

二

そ
れ
で
は
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
は
何
時
か
ら
起
つ
た
で
あ
ら
う
か
。

普
通
の
假
名
、
卽
ち
平
假
名
片
假
名
は
、
平
安
初
期
に
發
生
し
た
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
漢
字
を
國
語

の
音
を
表
は
す
爲
に
用
ゐ
た
事
は
周
知
の
事
實
で
あ
つ
て
、
之
を
假
名
の
一
種
と
見
て
萬
葉
假
名
又
は
眞
假
名
と
呼

ぶ
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
萬
葉
假
名
の
時
代
に
於
て
は
、
國
語
の
音
を
表
は
す
爲
に
之
と
同
音
の
漢
字
を
用
ゐ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
當
時
は
表
音
的
假
名
遣
が
行
は
れ
た
と
い
ふ
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の

時
代
に
は
假
名
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
漢
字
は
同
音
の
も
の
で
あ
れ
ば
何
で
も
よ
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
故
、
同
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じ
音
を
表
は
す
の
に
色
々
の
違
つ
た
文
字
を
勝
手
に
用
ゐ
た
の
で
あ
る
（
そ
れ
は
、
諸
書
に
載
せ
て
あ
る
萬
葉
假
名

の
表
に
、
同
じ
假
名
と
し
て
多
く
の
文
字
が
擧
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
）。
そ
の
結
果
と
し
て
、
同

じ
語
は
い
つ
も
同
じ
文
字
で
書
か
れ
る
の
で
な
く
、
さ
ま
〴
〵
違
つ
た
文
字
で
書
か
れ
て
、
文
字
上
の
統
一
は
無
か

つ
た
の
で
あ
る
（
例
へ
ば
「
君
」
と
い
ふ
語
は
「
岐
美
」「
枳
瀰
」「
企
弭
」「
耆
瀰
」「
吉
民
」「
伎
彌
」「
伎
美
」
の
や

う
な
、
色
々
の
文
字
で
書
か
れ
て
文
字
に
書
か
れ
た
形
は
一
定
し
な
い
）。
處
が
、
現
代
の
表
音
的
假
名
遣
に
於
て

は
、
同
じ
音
は
い
つ
も
同
じ
文
字
で
書
き
、
違
つ
た
音
は
い
つ
も
違
つ
た
文
字
で
書
く
の
が
原
則
で
あ
り
、
從
つ
て

文
字
の
異
同
に
よ
つ
て
直
に
音
の
異
同
を
知
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
如
き
萬
葉
假
名
の
用
法
に
よ
つ

て
は
、
異
る
音
は
異
る
文
字
で
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
同
じ
音
も
亦
異
る
文
字
で
書
か
れ
る
故
、
文
字
の
異
同
に
よ
つ

て
直
に
音
の
異
同
を
判
別
す
る
事
は
出
來
な
い
。
又
、
萬
葉
假
名
の
時
代
に
は
同
じ
音
の
文
字
な
ら
、
ど
ん
な
字
を

用
ゐ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
之
と
同
じ
原
則
に
よ
る
な
ら
ば
、
現
代
に
於
て
、「
い
」「
ゐ
」、「
え
」「
ゑ
」、

「
お
」「
を
」
は
そ
れ
〴
〵
同
じ
音
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
故
、「
犬
」
を
「
い
ぬ
」
と
書
い
て
も
「
ゐ
ぬ
」
と
書
い
て
も
、

「
家
」
を
「
い
え
」
と
書
い
て
も
「
い
ゑ
」
と
書
い
て
も
（
又
「
い
へ
」
と
書
い
て
も
）、「
奧
」
を
「
お
く
」
と
書
い

て
も
「
を
く
」
と
書
い
て
も
宜
し
い
筈
で
あ
る
が
、
今
の
表
音
的
假
名
遣
で
は
、
か
や
う
な
事
を
許
さ
な
い
。
さ
す

れ
ば
、
こ
の
時
代
の
萬
葉
假
名
の
用
ゐ
方
は
、
現
代
の
表
音
的
假
名
遣
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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表音的假名遣は假名遣にあらず

勿
論
萬
葉
假
名
の
時
代
に
於
て
も
、
或
種
の
語
に
於
て
は
、
そ
れ
に
用
ゐ
る
文
字
が
き
ま
つ
た
も
の
が
あ
る
。
地

名
の
如
き
は
、
奈
良
朝
に
於
て
國
郡
郷
の
名
は
佳
字
を
撰
ん
で
二
字
で
書
く
事
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の

中
に
は
「
紀
伊
」、「
土
佐
」、「
相
模
」、「
伊
勢
」
等
の
如
く
、
萬
葉
假
名
を
用
ゐ
た
も
の
が
あ
り
、
又
、
姓
や
人
名
に

も
さ
う
い
ふ
傾
向
が
か
な
り
顯
著
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
特
殊
の
語
に
限
ら
れ
、
一
般
普
通
の
語
に
於
て
は
、
同
音
な

ら
ば
ど
ん
な
漢
字
を
用
ゐ
て
も
よ
い
と
い
ふ
原
則
が
行
は
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
か
や
う
に
、
同
音
の
文
字
が
萬

葉
假
名
と
し
て
自
由
に
用
ゐ
ら
れ
何
等
の
制
限
も
な
か
つ
た
時
代
に
於
て
は
、
ど
の
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
か
と
い
ふ

疑
問
の
起
る
事
も
な
く
、
假
名
遣
と
い
ふ
や
う
な
事
は
全
然
問
題
と
な
ら
な
か
つ
た
と
見
え
て
、
さ
う
い
ふ
事
の
考

へ
ら
れ
た
痕
跡
も
な
い
の
で
あ
る
。

平
安
朝
に
入
つ
て
萬
葉
假
名
か
ら
平
假
名
片
假
名
が
發
生
し
て
、
次
第
に
廣
く
流
行
す
る
に
至
つ
た
が
、
こ
れ
ら

の
假
名
に
於
て
も
同
音
の
假
名
と
し
て
違
つ
た
形
の
文
字
（
異
體
の
假
名
）
が
多
く
、
殊
に
平
假
名
に
於
て
は
多
數

の
同
音
の
文
字
が
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
引
續
い
て
今
日
ま
で
も
行
は
れ
、
變
體
假
名
と
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
片
假
名
も

ま
た
初
の
中
は
、
同
音
で
形
を
異
に
し
た
文
字
が
か
な
り
あ
つ
て
、
鎌
倉
時
代
ま
で
も
そ
の
跡
を
斷
た
な
か
つ
た
が
、

こ
れ
は
比
較
的
早
く
統
一
し
て
室
町
江
戶
の
交
に
い
た
れ
ば
、
ほ
ゞ
一
音
一
字
と
な
つ
た
。

こ
の
片
假
名
平
假
名
に
於
て
も
、
亦
萬
葉
假
名
に
於
け
る
と
同
樣
、
同
音
の
假
名
は
ど
れ
を
用
ゐ
て
も
よ
く
、
同

語
は
必
ず
し
も
い
つ
も
同
一
の
假
名
で
は
書
か
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
從
つ
て
、
假
名
の
異
同
に
よ
つ
て
直
に
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そ
れ
の
表
は
す
音
又
は
語
の
異
同
を
知
る
事
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
朝
の
初
期
に
は
「

ア
メ天
ツ
チ地

の
詞
」

が
出
來
、
其
の
後
、
更
に
「
伊
呂
波
歌
」
が
出
來
て
、
之
を
手
習
の
初
に
習
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
等
の
も
の
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
や
う
に
、
當
時
の
國
語
に
用
ゐ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
異
る
音
を
表
は
す
假
名
を
集
め
て
詞
又
は
歌

に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
當
時
多
く
用
ゐ
ら
れ
た
種
々
の
假
名
の
中
、
ど
れ
と
ど
れ
と
が
同
音

で
あ
り
、
ど
れ
と
ど
れ
と
が
異
音
で
あ
る
か
が
明
瞭
に
意
識
せ
ら
れ
、
同
音
の
假
名
は
、
た
と
ひ
ち
が
つ
た
文
字
で

あ
つ
て
も
同
じ
假
名
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
今
日
の
變
體
假
名
と
い
ふ
や
う
な
考
が
生
じ
た
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
。
と
は
い
へ
、
か
や
う
な
も
の
が
行
は
れ
て
も
、
假
名
の
使
用
に
關
し
て
或
制
限
や
或
特
別
の
規
定
が
出
來

た
の
で
な
く
、
同
音
の
假
名
な
ら
ど
れ
を
用
ゐ
て
も
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
假
名
遣
の
問
題
は
起
ら
な

か
つ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
現
に
平
安
朝
初
期
に
起
つ
た
音
變
化
に
よ
つ
て
、
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
と
が
同
音
と

な
り
、
そ
の
爲
「
天
地
の
詞
」
の
四
十
八
音
が
一
音
を
減
じ
て
「
伊
呂
波
歌
」
で
は
四
十
七
音
に
な
つ
た
け
れ
ど
も
、

も
と
區
別
の
あ
つ
た
音
で
も
、
そ
れ
が
同
音
と
な
つ
た
以
上
は
、
も
と
各
異
る
音
を
う
つ
し
た
假
名
も
、
同
音
の
假

名
と
し
て
區
別
な
く
取
扱
は
れ
た
も
の
ら
し
く
、
そ
の
假
名
の
遣
ひ
方
に
つ
い
て
は
何
等
の
問
題
も
起
ら
な
か
つ
た

や
う
で
あ
る
。
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表音的假名遣は假名遣にあらず

三

然
る
に
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
は
じ
め
て
假
名
遣
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
假
名
文
字
遣
の
最

初
に
あ
る
行
阿
（
源
知
行
。
吉
野
時
代
の
人
）
の
序
に
よ
れ
ば
、
假
名
遣
の
濫
觴
は
行
阿
の
祖
父
源
親
行
が
書
い
て

藤
原
定
家
の
合
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
を
り
、
藤
原
定
家
の
作
ら
し
く
思
は
れ
る
下
官
集
の
中
に
も
假
名

遣
に
關
す
る
個
條
が
あ
つ
て
、
先
逹
の
間
に
も
沙
汰
す
る
も
の
が
無
か
つ
た
の
を
、
私
見
に
よ
つ
て
之
を
定
め
た
由

が
見
え
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
鎌
倉
初
期
に
定
家
な
ど
が
は
じ
め
て
之
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
、
假
名
遣
を
定

め
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

こ
の
假
名
遣
は
、「
を
」
と
「
お
」、「
ゐ
」
と
「
い
」
と
「
ひ
」、「
え
」
と
「
ゑ
」
と
「
へ
」
の
如
き
同
音
の
假
名
の

用
ゐ
方
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
假
名
を
い
か
な
る
語
に
於
て
用
ゐ
る
か
を
示
し
て
を
り
、
今
日
い
ふ

所
の
假
名
遣
と
全
然
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
な
つ
て
ど
う
し
て
假
名
遣
の
問
題
が
起
つ
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
平
安
中
期
以
後
の
國
語
の
音
の

變
化
に
よ
つ
て
、
も
と
互
に
異
る
音
を
表
は
し
て
ゐ
た
こ
れ
等
の
假
名
が
同
音
に
歸
し
た
爲
で
あ
る
事
は
言
ふ
ま
で

も
な
い
。
し
か
し
、
以
前
の
如
く
、
同
音
の
假
名
は
區
別
な
く
用
ゐ
る
と
い
ふ
主
義
が
守
ら
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
こ

れ
等
の
假
名
が
同
音
に
歸
し
た
以
上
は
、「
を
」
で
も
「
お
」
で
も
、
又
「
い
」
で
も
「
ゐ
」
で
も
「
ひ
」
で
も
同
じ
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や
う
に
用
ゐ
た
筈
で
あ
つ
て
、
之
を
違
つ
た
假
名
と
し
て
、
區
別
し
て
用
ゐ
る
と
い
ふ
考
が
起
る
べ
き
理
由
は
な
い

の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、「
を
」
と
「
お
」、「
い
」
と
「
ゐ
」
と
「
ひ
」
は
そ
れ
〴
〵
違
つ
た
文
字
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

當
時
、
一
般
に
ど
ん
な
假
名
に
も
同
音
の
假
名
と
し
て
い
ろ
〳
〵
の
違
つ
た
文
字
（
異
體
の
假
名
）
が
あ
つ
て
、
區

別
な
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
故
、
こ
れ
ら
の
假
名
も
同
音
に
な
つ
た
以
上
は
同
音
の
假
名
と
し
て
用
ゐ
て
差

支
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
ら
の
假
名
に
限
つ
て
、
同
音
に
な
つ
た
後
も
假
名
と
し
て
は
互
に
違
つ
た
も

の
と
考
へ
ら
れ
た
の
は
、
特
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
理
由
を
當
時
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た

「
伊
呂
波
歌
」
に
求
む
べ
き
だ
と
考
へ
る
。
卽
ち
、
こ
れ
ら
は
、
伊
呂
波
歌
に
於
て
別
の
假
名
と
し
て
敎
へ
ら
れ
て
ゐ

た
爲
に
、
最
初
か
ら
別
の
假
名
だ
と
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
が
同
音
に
な
つ
た
後
も
さ
う
し
た
考
は
か
は
ら
な
か
つ
た
の

で
、
同
音
に
對
し
て
二
つ
以
上
の
違
つ
た
假
名
が
あ
る
事
と
な
り
、
そ
れ
等
の
假
名
を
如
何
な
る
場
合
に
用
ゐ
る
か

が
問
題
と
な
つ
て
、
こ
こ
に
假
名
遣
と
い
ふ
事
が
生
じ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

四

前
に
も
述
べ
た
通
り
、
萬
葉
假
名
專
用
時
代
に
於
て
も
、
片
假
名
平
假
名
發
生
後
に
於
て
も
、
假
名
は
音
を
寫
す

文
字
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
。
當
時
の
假
名
の
遣
ひ
方
は
、
同
音
の
文
字
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
文
字
を
用
ゐ
て
も
よ
い
と
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表音的假名遣は假名遣にあらず

い
ふ
點
で
現
代
の
表
音
的
假
名
遣
と
は
違
つ
て
ゐ
る
が
、
音
を
寫
す
と
い
ふ
主
義
に
於
て
は
之
と
同
一
で
あ
る
。
し

か
る
に
、
も
と
違
つ
た
音
を
表
は
し
て
ゐ
た
い
く
つ
か
の
假
名
が
同
音
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
鎌
倉
時
代
に
於
て
、
そ

れ
ら
の
假
名
が
や
は
り
假
名
と
し
て
は
別
々
の
も
の
で
あ
り
、
隨
つ
て
區
別
し
て
用
ゐ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ

考
の
下
に
、
そ
の
用
法
を
定
め
よ
う
と
し
た
の
が
假
名
遣
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
、
そ
の
假
名
を
定
め
る
基
準
た

る
べ
き
も
の
は
音
そ
の
も
の
に
求
め
る
事
は
絕
對
に
不
可
能
で
あ
つ
て
（
音
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
假
名
は
全
く
同
一

で
あ
つ
て
、
區
別
が
な
い
か
ら
で
あ
る
）、
之
を
他
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
新
に
基
準
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
た
の
が
語
で
あ
つ
て
、
音
は
言
語
に
於
て
は
、
そ
れ
〴
〵
違
つ
た
意
味
を
有
す
る
語
の
外
形
と
し
て
、
或

は
外
形
の
一
部
分
と
し
て
、
常
に
あ
ら
は
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
そ
の
一
々
の
語
に
つ
い
て
、
同
音
の
假
名
の
何

れ
を
用
ゐ
る
か
を
き
め
れ
ば
、
一
定
の
語
に
は
常
に
一
定
の
假
名
が
用
ゐ
ら
れ
て
、
假
名
の
用
法
が
一
定
す
る
の
で

あ
る
。
か
や
う
に
假
名
遣
に
於
て
假
名
の
用
法
を
決
定
す
る
基
準
が
語
で
あ
つ
た
事
は
、
下
官
集
に
於
て
も
假
名
文

字
遣
に
於
て
も
、
各
の
假
名
の
下
に
、
之
を
用
ゐ
る
べ
き
語
を
擧
げ
て
ゐ
る
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
源

親
行
が
父
光
行
と
共
に
作
つ
た
源
氏
の
注
釋
書
「
水
原
抄
」
の
中
の
左
の
文
に
よ
つ
て
も
了
解
せ
ら
れ
る
。

眞
字
は
文
字
定
者
也
。
假
字
は
文
字
づ
か
ひ
た
が
ひ
ぬ
れ
は
義
か
は
る
事
あ
る
な
り

水
原（
河
海
抄
卷

十
二
梅
枝
「
ま
む
な
の
す
ゝ
み
た
る
ほ
ど
に
か
な
は
し
と
け
な
き
も
じ
こ
そ
ま
じ
る
め
れ
と
て
」
の
條

に
引
用
し
た
も
の
に
よ
る
）
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こ
れ
は
、「
漢
字
は
語
每
に
用
ゐ
る
文
字
が
き
ま
つ
て
ゐ
る
。
假
名
は
音
に
從
つ
て
書
け
ば
よ
い
や
う
に
思
は
れ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
文
字
遣
、
卽
ち
假
名
遣
を
誤
る
と
ち
が
つ
た
意
味
に
な
る
事
が
あ
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う

（
源
氏
の
原
文
の
意
味
は
さ
う
で
は
あ
る
ま
い
が
、
光
行
は
さ
う
解
釋
し
た
と
見
ら
れ
る
）。
假
名
遣
を
誤
つ
た
爲
に

他
の
意
味
に
な
る
と
い
ふ
の
は
、
同
音
の
假
名
で
も
違
つ
た
假
名
を
用
ゐ
れ
ば
、
別
の
語
と
な
つ
て
、
誤
解
を
來
す

事
が
あ
る
事
を
指
し
て
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
か
や
う
に
、
假
名
遣
を
意
味
と
の
關
聯
に
於
て
說
い
て
ゐ
る
事
は
、
假

名
は
語
に
よ
つ
て
定
ま
る
も
の
、
卽
ち
假
名
の
用
法
は
語
を
基
準
と
す
る
と
考
へ
て
ゐ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
假
名
遣
に
於
け
る
か
や
う
な
主
義
は
定
家
な
ど
が
全
く
新
し
く
考
へ
出
し
た
も
の
か
と
い
ふ
に
、
必

ず
し
も
さ
う
で
は
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
全
體
、
當
時
の
假
名
遣
が
、
何
を
據
り
所
と
し
て
定
め
ら
れ
た
か
に
つ

い
て
は
、
假
名
文
字
遣
は
何
事
を
も
語
つ
て
ゐ
な
い
が
、
下
官
集
に
は
、「
　見
二　
舊
草
　子
一　
　了
二　
見
　之
一　
」
と
あ
つ
て
、
假

名
文
學
の
古
寫
本
に
基
づ
い
て
ゐ
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
古
寫
本
と
い
つ
て
も
何
時
代
の
も
の
か
明
か
に
知
る
由
も

な
い
が
、
平
安
朝
中
期
以
後
、
國
語
の
音
變
化
の
結
果
と
し
て
、
も
と
區
別
の
あ
つ
た
二
つ
以
上
の
音
が
同
音
と
な

り
、
之
を
あ
ら
は
し
た
別
の
假
名
が
同
音
に
讀
ま
れ
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
音
と
文
字
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
故
、

か
や
う
に
音
が
か
は
つ
た
後
も
、
假
名
（
こ
と
に
假
名
ば
か
り
で
書
く
平
假
名
）
は
も
と
の
も
の
を
用
ゐ
る
傾
向
が

顯
著
で
あ
つ
て
、
時
と
し
て
は
同
音
の
他
の
假
名
を
用
ゐ
る
事
が
あ
つ
て
も
、
大
體
に
於
て
古
い
時
代
の
書
き
方
が

保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
た
時
代
が
か
な
り
永
く
つ
ゞ
い
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
時
代
が
下
つ
て
鎌
倉
時
代
に
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表音的假名遣は假名遣にあらず

入
る
と
、
そ
の
實
際
の
發
音
が
同
じ
で
あ
る
爲
、
同
音
の
假
名
を
混
じ
用
ゐ
る
事
が
多
く
な
り
、
同
じ
語
が
人
に
よ

つ
て
違
つ
た
假
名
で
書
か
れ
て
統
一
の
な
い
場
合
が
少
く
な
か
つ
た
の
で
、
古
寫
本
に
親
し
ん
だ
定
家
は
、
前
代
に

く
ら
べ
て
當
時
の
假
名
の
用
法
の
混
亂
甚
し
き
を
見
て
、
こ
れ
が
統
一
を
期
し
て
假
名
遣
を
定
め
よ
う
と
し
た
も
の

と
思
は
れ
る
。

さ
て
、
右
の
如
く
、
も
と
異
音
の
假
名
が
同
音
に
な
つ
た
後
も
、
な
ほ
書
い
た
形
と
し
て
は
も
と
の
假
名
が
保
存

せ
ら
れ
て
、
他
の
同
音
の
假
名
を
用
ゐ
る
事
が
稀
で
あ
つ
た
の
は
、
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
は
、
も
と

違
つ
て
ゐ
た
音
が
、
同
音
に
な
つ
た
後
に
も
な
ほ
記
憶
せ
ら
れ
て
ゐ
た
爲
と
は
ど
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
な
い
。
旣
に

音
韻
變
化
が
生
じ
て
し
ま
つ
た
後
に
は
も
と
の
音
は
全
然
忘
れ
て
し
ま
ふ
の
が
一
般
の
例
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
古
寫
本
の
殘
存
又
は
そ
の
轉
寫
本
の
存
在
な
ど
に
よ
つ
て
假
名
で
寫
し
た
語
の
古
い
時
代
の
形
が
之
を
讀
む

人
の
記
憶
に
と
ゞ
ま
つ
て
ゐ
た
爲
で
あ
る
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
。
卽
ち
、
古
く
假
名
で
書
い
た
或
語
の
形
は
、
後

に
同
音
に
な
つ
た
假
名
で
も
、
そ
の
中
の
或
一
つ
の
も
の
に
定
ま
つ
て
ゐ
た
爲
、
そ
の
語
と
そ
の
假
名
と
の
間
に
離

れ
が
た
き
聯
關
を
生
じ
て
、
自
分
が
新
に
書
く
場
合
に
も
、
そ
の
語
に
は
そ
の
假
名
を
用
ゐ
る
と
い
ふ
慣
習
が
か
な

り
强
か
つ
た
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
さ
す
れ
ば
、
明
瞭
な
自
覺
は
な
か
つ
た
に
せ
よ
、
旣
に
そ
の
時
分

か
ら
、
語
に
よ
つ
て
假
名
が
き
ま
る
と
い
ふ
傾
向
が
あ
つ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
に
文
字
を
以
て
言
語
を
寫
す
場
合
に
、
い
か
な
る
語
で
あ
る
か
に
從
つ
て
（
た
と
ひ
同
音
の
語
で
も
意
味
の
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異
る
に
從
つ
て
）
之
に
用
ゐ
る
文
字
が
き
ま
る
の
は
決
し
て
珍
ら
し
い
事
で
は
な
く
、
表
意
文
字
た
る
漢
字
に
於
て

は
む
し
ろ
そ
の
方
が
正
し
い
用
法
で
あ
る
。
漢
語
を
表
は
す
場
合
は
勿
論
の
こ
と
（
同
じ
コ
ー
の
音
で
も
、「
工
」

「
幸
」「
甲
」「
功
」「
江
」「
行
」「
孝
」「
效
」「
候
」
な
ど
）
漢
字
を
以
て
純
粹
の
國
語
を
表
は
す
場
合
に
も
さ
う
で
あ

る
。（「
皮
」
と
「
河
」、「
橋
」
と
「
箸
」、「
琴
」
と
「
事
」
と
「
言
」
な
ど
）
唯
、
漢
字
を
假
り
て
國
語
の
音
を
表

は
す
場
合
（
萬
葉
假
名
）
は
さ
う
で
な
く
、
同
じ
語
を
種
々
の
違
つ
た
文
字
で
表
は
す
事
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
に
は
漢
字
が
語
を
表
は
ず
音
を
表
は
す
か
ら
で
あ
つ
て
、
し
か
も
、
さ
う
い
ふ
場
合
に
も
、
或
特
殊
の
語

（
地
名
、
姓
、
人
名
な
ど
）
に
於
て
は
語
に
よ
つ
て
之
を
表
は
す
文
字
が
一
定
す
る
傾
向
が
あ
つ
た
事
、
こ
れ
も
上
に

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
假
名
の
場
合
は
漢
字
と
は
多
少
趣
を
異
に
し
、
同
音
の
假
名
は
、
文
字
と
し
て
は
違
つ
た
も

の
で
あ
つ
て
も
同
じ
假
名
と
見
做
す
故
、
同
じ
語
を
あ
ら
は
す
文
字
の
形
は
必
し
も
常
に
一
定
し
た
も
の
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
或
語
の
オ
音
に
は
常
に
「
を
」（
又
は
之
と
同
じ
假
名
）
を
用
ゐ
て
、「
お
」
又
は
「
ほ
」
の
假
名
（
又
は

そ
れ
ら
と
同
じ
假
名
）
を
用
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
に
な
れ
ば
、
そ
の
語
と
「
を
」（
及
び
之
と
同
じ
假
名
）
と
の
間
に
は

密
接
な
關
係
を
生
じ
て
、
そ
の
假
名
で
な
け
れ
ば
直
に
そ
の
語
と
認
め
る
に
困
難
を
感
じ
、
又
は
他
の
語
と
誤
解
す

る
や
う
に
な
る
の
は
自
然
で
あ
る
。

か
や
う
に
一
方
に
於
て
漢
字
が
語
に
よ
つ
て
定
ま
る
と
い
ふ
事
實
が
あ
り
、
又
一
方
に
於
て
、
假
名
で
書
く
場
合

に
も
、
同
音
で
あ
り
な
が
ら
違
つ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
假
名
は
、
語
に
よ
つ
て
そ
の
何
れ
か
一
つ
を
用
ゐ
る
傾
向
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表音的假名遣は假名遣にあらず

が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
新
に
假
名
遣
の
問
題
が
起
り
、
か
や
う
な
同
音
の
假
名
の
用
法
の
制
定
が
企
て
ら
れ
た
場
合

に
、
語
を
基
準
と
す
る
の
は
最
自
然
な
こ
と
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
音
を
基
準
に
し
よ
う
と
し
て
も
不
可
能

な
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
）。

以
上
述
べ
來
つ
た
如
き
事
情
と
理
由
と
に
よ
つ
て
、
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
が
問
題
と
な
つ
た
當
初
か
ら
、

問
題
の
假
名
を
、
語
を
表
は
す
も
の
と
し
て
取
扱
つ
て
來
た
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
假
名
を
定
め
る
基
準
と
な
つ

た
も
の
は
、
單
に
ど
ん
な
音
を
表
は
す
か
で
な
く
、
更
に
そ
れ
よ
り
一
步
を
進
め
た
、
ど
ん
な
語
を
表
は
す
か
に
在

つ
た
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
し
て
、
萬
葉
假
名
の
時
代
か
ら
平
假
名
片
假
名
發
生
後
に
至
る
ま
で
、
純
粹
に
音
を
あ
ら
は
す
文
字
と

し
て
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
來
た
假
名
は
、
少
く
と
も
假
名
遣
と
い
ふ
事
が
起
つ
て
か
ら
は
、
單
な
る
音
を
表
は
す
文
字

と
し
て
で
な
く
、
語
を
表
は
す
文
字
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
明
か
に
そ
の
性
格
を
變
じ
た
の
で
あ
る
（
但
し
、
こ
の
時

か
ら
は
じ
め
て
語
を
表
は
す
文
字
と
な
つ
た
か
、
又
は
も
つ
と
前
か
ら
さ
う
な
つ
て
ゐ
た
か
は
問
題
で
あ
つ
て
、
前

に
述
べ
た
所
に
よ
れ
ば
、
少
く
と
も
假
名
遣
に
關
係
あ
る
問
題
の
假
名
に
つ
い
て
は
以
前
よ
り
そ
ん
な
傾
向
は
あ
つ

た
と
す
る
の
が
妥
當
な
や
う
で
あ
り
、
そ
の
他
の
假
名
に
つ
い
て
は
明
瞭
な
證
據
が
無
い
か
ら
わ
か
ら
な
い
が
、
や

は
り
そ
ん
な
性
質
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
同
じ
音
の
假
名
な
ら
ど
ん
な
假
名

を
用
ゐ
て
も
よ
い
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
故
、
音
を
表
は
す
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
速
斷
す
る
の
は
危
險
で
あ
る
。
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何
と
な
れ
ば
、
萬
葉
假
名
の
時
代
と
違
つ
て
「
天
地
」
の
詞
や
「
伊
呂
波
」
の
や
う
な
も
の
が
行
は
れ
て
ゐ
た
時
代
に

は
、
そ
れ
の
中
に
現
は
れ
た
假
名
だ
け
が
代
表
的
の
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
と
違
つ
た
假
名
は
今
の
變
體
假
名
と

同
じ
く
、
代
表
的
の
假
名
と
全
く
同
樣
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
從
つ
て
、
假
名
で
書
い
た
語
は
、
た
と
ひ
假
名
と
し

て
の
形
は
違
つ
て
ゐ
て
も
、
或
一
定
の
假
名
で
書
か
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
事
も
あ
り
得
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
）。

五

か
や
う
に
、
假
名
遣
に
於
て
は
、
そ
の
發
生
の
當
初
か
ら
、
假
名
を
單
に
音
を
寫
す
も
の
と
せ
ず
し
て
、
語
を
寫

す
も
の
と
し
て
取
扱
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
假
名
遣
の
か
や
う
な
性
質
は
現
今
に
至
る
ま
で
か
は
ら
な
い

事
は
最
初
に
述
べ
た
所
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。
然
る
に
今
の
表
音
的
假
名
遣
は
、
專
ら
國
語
の
音
を
寫
す
の
を
原

則
と
す
る
も
の
で
、
假
名
を
出
來
る
だ
け
發
音
に
一
致
さ
せ
、
同
じ
音
は
い
つ
で
も
同
じ
假
名
で
表
は
し
、
異
る
音

は
異
る
假
名
で
表
は
す
の
を
根
本
方
針
と
す
る
。
卽
ち
假
名
を
定
め
る
も
の
は
語
で
は
な
く
音
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
假
名
の
見
方
取
扱
方
に
於
て
假
名
遣
と
は
根
本
的
に
違
つ
た
も
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
全
く
性
質
の
異
る

も
の
を
、
同
じ
假
名
遣
の
名
を
以
て
呼
ぶ
の
は
誠
に
不
當
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
發
生
の
當

初
か
ら
現
今
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
變
ず
る
事
な
き
假
名
遣
の
本
質
に
對
す
る
正
當
な
認
識
を
缺
く
所
か
ら
起
つ
た
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表音的假名遣は假名遣にあらず

も
の
と
斷
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

表
音
的
假
名
遣
は
、
音
を
基
準
と
し
、
音
を
寫
す
を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
種
の
表
音
記
號
と

見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
表
音
記
號
は
、
言
語
の
音
を
目
に
見
え
る
符
號
に
よ
つ
て
代
表
さ
せ
た
も
の
で
、
同
じ
音

は
い
つ
も
同
じ
記
號
で
、
違
つ
た
音
は
い
つ
も
違
つ
た
記
號
で
示
す
の
を
趣
旨
と
す
る
。
さ
う
し
て
、
表
音
記
號
を

制
定
す
る
に
つ
い
て
は
、
實
際
耳
に
聞
え
る
現
實
の
音
（
音
聲
）
を
忠
實
に
寫
す
も
の
や
、
正
し
い
音
の
觀
念
（
音

韻
）
を
代
表
す
る
も
の
な
ど
、
種
々
の
主
義
が
あ
り
、
又
、
ロ
ー
マ
字
假
名
な
ど
旣
成
の
文
字
を
基
礎
と
す
る
も
の

や
、
全
然
新
し
い
符
號
を
工
夫
す
る
も
の
な
ど
種
々
の
方
法
が
あ
る
が
、
そ
の
中
、
假
名
に
基
い
て
國
語
の
音
韻
を

寫
す
表
音
記
號
は
、
そ
の
主
義
に
於
て
も
方
法
に
於
て
も
、
表
音
的
假
名
遣
と
全
然
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
表
音
的
假
名
遣
は
そ
の
實
質
に
於
て
は
一
種
の
表
音
記
號
に
よ
る
國
語
の
寫
し
方
と
見
得
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ

れ
以
外
に
そ
の
特
質
は
無
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
表
音
的
假
名
遣
は
、
實
用
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
故
、
必
ず
し

も
精
細
に
國
語
の
音
を
寫
さ
ず
、
又
そ
の
寫
し
方
に
於
て
も
多
少
曖
昧
な
所
も
あ
つ
て
、
表
音
記
號
と
し
て
は
不
完

全
で
あ
る
が
、
表
音
記
號
で
も
、
實
用
を
主
と
し
た
簡
易
な
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
や
う
な
故
を
以
て
表

音
記
號
と
は
全
然
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
出
來
な
い
。
し
か
し
表
音
的
假
名
遣
を
實
際
に
行
ひ
世
間
通
用
の

も
の
と
す
る
爲
に
は
、
從
來
の
假
名
遣
と
妥
協
し
な
け
れ
ば
不
便
多
く
、
そ
の
目
的
を
逹
し
難
い
憂
が
あ
る
爲
に
、

こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
た
表
音
的
假
名
遣
に
は
、
從
來
の
假
名
遣
に
於
け
る
用
法
を
加
味
し
た
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
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大
正
十
三
年
十
二
月
臨
時
國
語
調
査
會
決
定
の
假
名
遣
改
定
案
に
於
て
は
、
助
詞
の
ハ
・
ヘ
・
ヲ
に
限
り
從
來
の
假

名
遣
を
保
存
し
た
如
き
は
そ
の
例
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
音
に
よ
ら
ず
、
如
何
な
る
語
で
あ
る
か
に
よ

つ
て
假
名
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
部
分
だ
け
は
假
名
遣
と
い
ふ
事
が
出
來
よ
う
が
、
こ
れ
は
二
三
の

語
の
み
に
限
つ
た
例
外
的
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
が
假
名
遣
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
全
部
を
假
名
遣
と
い
ふ

の
は
勿
論
不
當
で
あ
る
。

右
の
や
う
な
論
に
對
し
て
或
は
か
う
い
ふ
說
を
立
て
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

表
音
的
假
名
遣
は
、
例
へ
ば
同
音
の
假
名
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
に
對
し
て
そ
の
中
の
「
い
」
を
用
ゐ
、「
え
」「
ゑ
」

「
へ
」
に
對
し
て
そ
の
中
の
「
え
」
を
用
ゐ
る
な
ど
、
同
音
の
假
名
が
い
く
つ
か
あ
る
中
で
そ
の
一
つ
に
一
定
し
た
も

の
で
あ
つ
て
、
假
名
遣
に
於
て
、
同
音
の
假
名
の
中
、
こ
の
假
名
は
ど
の
語
に
用
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
そ
の
假
名

の
用
法
を
一
定
し
た
の
と
同
樣
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
も
假
名
遣
と
呼
ん
で
、
差
支
へ
な
い
で
は
な
い
か
と
。

こ
の
說
は
當
ら
な
い
。
表
音
的
假
名
遣
に
於
て
は
、
い
く
つ
か
の
同
音
の
假
名
の
中
、
一
つ
だ
け
を
用
ゐ
て
他
は

用
ゐ
な
い
の
を
原
則
と
す
る
（
こ
れ
は
同
じ
音
は
い
つ
も
同
じ
假
名
で
書
く
と
い
ふ
主
義
か
ら
い
へ
ば
當
然
で
あ

る
）。
然
る
に
假
名
遣
で
は
、
同
音
の
假
名
は
す
べ
て
之
を
用
ゐ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な
る
場
合
に
用
ゐ
る
か
を
き
め

た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
實
に
兩
者
の
間
の
重
大
な
相
違
で
あ
つ
て
、
假
名
遣
と
い
ふ
問
題
の
起
る
と
起
ら
な
い
と

の
岐
れ
る
の
は
懸
つ
て
此
處
に
あ
る
の
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
通
り
假
名
は
最
初
か
ら
、
同
音
の
文
字
な
ら
ば
ど
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表音的假名遣は假名遣にあらず

ん
な
文
字
で
も
そ
の
音
を
表
は
す
爲
に
區
別
な
く
用
ゐ
ら
れ
た
。
も
し
こ
の
主
義
が
い
つ
ま
で
も
引
續
い
て
行
は
れ

た
な
ら
ば
、「
い
」
も
「
ゐ
」
も
「
ひ
」
も
同
じ
イ
音
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
時
代
で
は
、「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
は
同
音
異

體
の
同
じ
假
名
と
し
て
區
別
な
く
用
ゐ
ら
れ
、
そ
れ
等
の
假
名
の
用
法
に
つ
い
て
は
何
等
の
疑
問
も
起
ら
ず
、
假
名

遣
と
い
ふ
事
が
問
題
に
な
る
事
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
右
の
や
う
な
假
名
の
用
法
は
、
表
音
的
假
名
遣
に
於
け
る

假
名
の
用
法
に
近
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
之
と
全
く
同
じ
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
を
イ

音
を
表
は
す
同
じ
假
名
と
み
と
め
て
そ
の
中
の
何
れ
を
用
ゐ
て
も
よ
い
と
い
ふ
の
は
、
表
音
的
假
名
遣
に
於
て
イ
音

を
表
は
す
に
「
い
」
を
用
ゐ
て
「
ゐ
」「
ひ
」
を
用
ゐ
な
い
と
い
ふ
の
と
同
じ
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
や

う
な
假
名
の
用
法
を
整
理
し
て
、
一
つ
の
音
に
は
い
つ
も
同
じ
一
つ
の
假
名
を
用
ゐ
る
事
に
す
れ
ば
、
イ
音
を
表
は

す
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
は
「
い
」
で
書
く
事
に
な
つ
て
、
表
音
的
假
名
遣
と
全
然
同
一
に
な
る
。
か
や
う
な
整
理
は
、

普
通
の
假
名
に
於
て
、
同
音
の
變
體
假
名
を
整
理
し
て
唯
一
つ
の
も
の
に
定
め
る
と
全
く
同
性
質
の
も
の
で
（
カ
音

に
は
「
か
」
を
、
キ
音
に
は
「
き
」
を
用
ゐ
て
、
他
の
變
體
假
名
を
用
ゐ
な
い
の
と
同
樣
で
あ
る
）
假
名
遣
に
於
け

る
假
名
の
取
扱
方
と
は
全
然
別
種
の
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
實
際
に
於
て
假
名
の
用
法
が
こ
ん
な
方
向
に
進
ん
だ
の

で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
今
普
通
い
ふ
や
う
な
意
味
に
於
け
る
假
名
遣
と
い
ふ
事
は
起
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に

事
實
に
於
て
は
、
前
述
の
如
く
「
い
」「
ゐ
」「
ひ
」
等
の
假
名
が
同
音
に
な
つ
た
後
も
、
猶
こ
れ
等
の
假
名
は
文
字

と
し
て
は
別
の
假
名
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
假
名
を
ど
う
用
ゐ
る
べ
き
か
と
い
ふ
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疑
問
が
お
こ
り
、
こ
ゝ
に
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
假
名
の
用
法
卽
ち
假
名
遣
が
問
題
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の

場
合
に
、
こ
れ
等
の
假
名
は
す
べ
て
同
音
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
の
一
つ
さ
へ
あ
れ
ば
音
を
表
は
す
に
は
十
分
で
あ
る

故
、
一
つ
だ
け
を
殘
し
て
其
他
の
も
の
を
廢
棄
し
た
と
し
た
な
ら
ば
、
假
名
は
ど
こ
ま
で
も
音
を
表
は
す
も
の
と
し

て
存
續
し
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
、
當
時
に
於
て
は
、
國
語
の
音
を
い
か
な
る
假
名
に
よ
つ
て
表
は
す
か
と
い
ふ
事

が
問
題
と
な
つ
た
の
で
な
く
、
も
と
か
ら
別
々
の
假
名
と
し
て
傳
は
つ
て
來
た
多
く
の
假
名
の
中
に
同
音
の
も
の
が

出
來
た
爲
、
そ
れ
を
如
何
に
區
別
し
て
用
ゐ
る
か
と
い
ふ
事
が
問
題
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
音
の
も
の

を
廢
棄
す
る
と
い
ふ
や
う
な
事
は
思
ひ
も
及
ば
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
卽
ち
假
名
遣
は
最
初
か
ら
同
音
の
假
名
の
つ

か
ひ
わ
け
と
い
ふ
問
題
が
そ
の
本
質
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
從
つ
て
之
を
定
め
る
基
準
と
し
て
は
語
に
よ
ら
ざ

る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
同
音
の
他
の
假
名
を
廢
し
て
、
音
と
假
名
と
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る

表
音
的
假
名
遣
は
、
假
名
遣
と
は
そ
の
根
本
理
念
に
於
て
非
常
な
差
異
が
あ
る
も
の
で
、
決
し
て
之
を
同
視
す
る
事

は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
考
へ
て
來
る
と
假
名
遣
と
表
音
的
假
名
遣
と
は
互
に
相
容
れ
ぬ
別
個
の
理
念
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

假
名
遣
に
於
て
は
、
違
つ
た
假
名
は
、
そ
れ
〴
〵
違
つ
た
用
途
が
あ
る
べ
き
も
の
と
し
、
た
と
ひ
同
音
で
あ
つ
て
も

別
の
假
名
は
區
別
し
て
用
ゐ
る
べ
き
も
の
と
す
る
に
對
し
て
、
表
音
的
假
名
遣
に
於
て
は
假
名
は
正
し
く
言
語
の
音

に
一
致
す
べ
き
も
の
と
し
、
同
音
に
對
し
て
一
つ
以
上
の
假
名
の
存
在
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
同
音
の
假
名
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表音的假名遣は假名遣にあらず

の
存
在
を
許
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
假
名
遣
は
そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
ひ
雲
散
霧
消
す
る
外
な
い
。
卽
ち
、
表
音
的
假

名
遣
は
畢
竟
假
名
遣
の
解
消
を
意
圖
す
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
之
を
假
名
遣
と
稱
す
る
の
は
、
徒
に

人
を
迷
は
せ
、
假
名
遣
に
對
す
る
正
當
な
る
理
解
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
。

六

以
上
述
べ
た
や
う
に
、
假
名
遣
と
表
音
的
假
名
遣
と
は
そ
の
根
本
の
性
格
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
假
名
遣

に
於
て
は
假
名
を
語
を
寫
す
も
の
と
し
、
表
音
的
假
名
遣
に
於
て
は
之
を
專
ら
音
を
寫
す
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
の
で

あ
る
。
語
は
意
味
が
あ
る
が
、
個
々
の
音
に
は
意
味
無
く
、
し
か
も
實
際
の
言
語
に
於
て
は
個
々
の
音
は
獨
立
し
て

存
す
る
も
の
で
な
く
、
或
る
意
味
を
表
は
す
一
續
き
の
音
の
構
成
要
素
と
し
て
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
上
、
我
々
が
言
語
を
用
ゐ
る
の
は
、
そ
の
意
味
を
他
人
に
知
ら
せ
る
爲
で
あ
つ
て
、
主
と
す
る
所
は
意
味
に
在
つ

て
音
に
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
實
用
上
、
語
が
個
々
の
音
に
對
し
て
遙
に
優
位
を
占
め
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
さ

す
れ
ば
、
假
名
の
や
う
な
、
個
々
の
音
を
表
は
す
表
音
文
字
で
あ
つ
て
も
、
之
を
語
を
表
は
す
も
の
と
し
て
取
扱
ふ

の
は
決
し
て
不
當
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
實
用
上
利
便
を
與
へ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
文
字
に
書
か
れ
た
語

の
形
は
、
一
度
慣
用
さ
れ
る
と
、
全
體
が
一
體
と
な
つ
て
そ
の
語
を
表
は
し
、
そ
の
音
が
變
化
し
て
も
、
文
字
の
形
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は
容
易
に
か
へ
難
い
も
の
で
あ
る
事
は
、
表
音
文
字
な
る
ラ
テ
ン
文
字
を
用
ゐ
る
歐
洲
諸
國
語
の
例
を
見
て
も
明
白

で
あ
る
。
か
や
う
な
意
味
に
於
て
語
を
基
準
と
す
る
假
名
遣
は
十
分
存
在
の
理
由
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
假
名
遣
で
は
十
分
明
瞭
に
實
際
の
發
音
を
示
し
得
な
い
場
合
が
あ
る
故
、
私
は
、
別
に
假
名
に

基
づ
く
表
音
記
號
を
制
定
し
て
、
音
聲
言
語
や
文
字
言
語
の
音
を
示
す
場
合
に
使
用
す
る
必
要
あ
る
事
を
主
張
し
た

事
が
あ
る
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
「
國
語
と
國
文
學
」
所
載
拙
稿
「
國
語
の
表
音
符
號
と
假
名
遣
」）。
然
る
に
右
の

や
う
な
表
音
記
號
と
し
て
は
、
一
二
の
試
案
は
作
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
廣
く
世
に
知
ら
れ
る
に
至
ら
な
い
が
、

表
音
的
假
名
遣
は
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
實
質
に
於
て
假
名
を
以
て
す
る
國
語
の
表
音
記
號
と
同
樣
な
も
の
で
あ
り
、

表
音
記
號
と
し
て
は
ま
だ
不
十
分
な
點
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
必
要
な
場
合
に
も
多
少
の
工
夫
を
加
へ
れ
ば
も
つ
と

精
密
な
も
の
と
も
な
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
、
臨
時
國
語
調
査
會
の
案
の
如
き
、
多
く
の
發
音
引
國
語
辭
書

に
於
て
發
音
を
表
は
す
爲
に
用
ゐ
ら
れ
て
比
較
的
よ
く
世
間
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
故
、
之
を
簡
易
な
表
音

記
號
に
代
用
す
る
の
も
一
便
法
で
あ
ら
う
。
但
し
そ
の
爲
に
は
、
表
音
主
義
を
徹
底
さ
せ
て
、
假
名
遣
に
よ
る
規
定

を
混
入
し
た
部
分
は
全
部
除
去
す
る
事
が
必
須
で
あ
り
、
又
名
稱
も
假
名
遣
の
名
は
不
當
で
あ
る
故
、
明
か
に
表
音

記
號
と
稱
す
る
か
、
少
く
と
も
簡
易
假
名
表
記
法
と
で
も
改
む
べ
き
で
あ
る
。

表
音
的
假
名
遣
に
於
て
見
る
如
き
、
假
名
遣
を
否
定
す
る
考
は
、
古
く
我
國
に
も
全
く
な
い
で
は
な
か
つ
た
が
、

今
世
間
に
行
は
れ
て
ゐ
る
、
歷
史
的
假
名
遣
及
び
表
音
的
假
名
遣
の
名
は
、
英
語
に
於
け
る

ヒ
ス
ト
リ
カ
ル

歷
史
的

ス
ペ
リ
ン
グ

綴
字
法
及
び
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表音的假名遣は假名遣にあらず

フ
ォ
ネ
テ
ィ
ク

表
音
的

ス
ペ
リ
ン
グ

綴
字
法
か
ら
出
た
も
の
で
、
假
名
遣
を
綴
字
法
と
同
樣
な
も
の
と
見
て
、
か
く
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
然
る

に
綴
字
法
は
歷
史
的
の
も
の
も
表
音
的
の
も
の
も
、
共
に
語
の
書
き
方
と
し
て
の
き
ま
り
で
あ
つ
て
、
か
や
う
な
點

に
於
て
、
語
を
基
準
と
す
る
假
名
遣
と
は
通
ず
る
所
が
あ
つ
て
も
、
音
を
基
準
と
す
る
表
音
的
假
名
遣
と
は
性
質
を

異
に
す
る
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
從
來
世
間
普
通
の
稱
呼
に
隨
つ
て
表
音
的
假
名
遣
を
も
假
名
遣

の
一
種
と
し
て
取
扱
つ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
今
囘
新
に
表
音
的
假
名
遣
に
對
す
る
考
察
を
試
み
て
、
そ
の
本
質
を

明
か
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

（
昭
和
十
七
年
八
月
稿
）
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