
假
名
遣
の
歷
史

山
田

孝
雄

序

今
本
書
を
世
に
公
に
す
る
に
及
び
、
一
言
を
序
せ
む
と
考
へ
し
が
、
頃
日
東
北
帝
國
大
學
法
文
時
報

第
九
號
に
揭
げ
し
次
の
意
見
は
本
書
の
序
言
と
す
べ
き
點
少
か
ら
ね
ば
、
と
り
て
、
こ
ゝ
に
收
め
て
序

に
か
ふ
る
事
と
せ
り
。

國
語
の
理
解
と
國
運
の
消
長

題
は
少
々
大
袈
裟
で
あ
る
が
、
簡
單
に
要
點
だ
け
述
べ
る
。

明
治
維
新
の
時
、
開
國
進
取
の
國
是
を
定
め
ら
れ
て
か
ら
、
外
國
の
文
化
を
吸
收
し
て
、
所
謂
皇
基
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を
振
起
せ
む
と
極
力
つ
と
め
て
來
た
事
が
我
が
國
を
歐
米
の
文
明
國
に
劣
ら
ぬ
地
位
に
導
い
た
と
い

ふ
事
は
い
ふ
を
待
た
な
い
。
併
し
な
が
ら
維
新
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
の
過
ぎ
來
た
跡
を
顧
み
る
と
、

各
方
面
に
隨
分
危
險
な
道
を
通
つ
て
來
て
ゐ
る
し
、
今
後
も
深
く
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
點
が
多
々
あ
る

と
思
は
れ
る
。

今
、
國
語
の
上
に
就
て
も
同
じ
樣
な
事
が
明
か
に
い
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
後
に
は
國
家
主
義
の
文

部
大
臣
に
な
つ
た
森
有
禮
が
國
語
を
廢
し
て
、
英
語
を
以
て
、
こ
れ
に
代
へ
よ
う
と
い
ふ
意
見
を
發
表

し
、
歐
米
の
學
者
に
或
は
誡
め
ら
れ
、
或
は
笑
は
れ
て
、
は
じ
め
て
思
ひ
止
ま
つ
た
事
な
ど
は
危
險
極

ま
る
話
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
森
一
人
だ
け
の
話
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
名
は
い
は
ぬ
が
大
臣

だ
つ
た
事
の
あ
る
或
る
高
官
は
數
年
前
死
ぬ
ま
で
か
や
う
な
意
見
を
懷
い
て
ゐ
た
の
は
事
實
で
あ
る
。

か
や
う
な
人
々
は
國
語
と
い
ふ
も
の
は
國
民
の
古
來
の
貴
重
な
精
神
を
蓄
積
し
て
あ
る
重
要
な
寶
庫

で
あ
る
と
い
ふ
事
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る
。
か
や
う
な
人
々
が
國
民
の
指
導
者
と

し
て
立
つ
て
行
く
と
い
ふ
事
で
は
そ
の
結
果
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
で
は
な
い
か
。
今
日
あ
わ
て
ゝ
思

想
善
導
な
ど
ゝ
さ
わ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
の
は
國
民
思
想
が
弛
緩
し
た
と
考
へ
る
か
ら
で

あ
ら
う
が
、
そ
の
思
想
を
弛
緩
さ
せ
る
や
う
に
な
つ
た
原
因
は
種
々
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
重
な
原

因
の
一
と
し
て
國
語
を
虐
待
し
て
ゐ
る
事
を
か
ぞ
へ
る
事
が
當
然
で
あ
る
と
考
へ
る
。

我
が
國
の
す
べ
て
の
國
民
が
我
が
國
語
に
對
し
て
ど
れ
程
の
尊
敬
を
捧
げ
、
ど
れ
だ
け
の
理
解
を
し

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
今
こ
ゝ
に
假
名
遣
を
一
例
に
と
る
。
若
し
、
こ
れ
が
英
語
と
か
獨
逸
語
と
か
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で
あ
れ
ば
、
か
の
綴
の
中
の
一
字
そ
れ
も
發
音
も
し
な
い
文
字
一
つ
を
落
し
て
も
、
敎
師
は
眞
赤
に
な

つ
て
き
め
つ
け
る
、
生
徒
は
眞
靑
に
な
つ
て
謝
ま
る
の
で
あ
つ
て
戰
々
兢
々
と
し
て
愼
み
畏
ん
で
ゐ

る
。
そ
れ
は
勿
論
結
構
な
事
と
思
ふ
。
所
が
我
が
假
名
遣
に
な
る
と
、
ど
う
で
あ
る
か
、
敎
師
も
生
徒

も
な
ん
だ
假
名
の
一
字
や
二
字
位
ど
う
で
も
よ
い
で
な
い
か
と
思
つ
て
ゐ
る
の
は
事
實
で
は
な
い
か
。

さ
う
し
て
文
敎
の
府
が
破
壞
の
見
本
を
つ
く
り
、
他
の
官
省
が
得
た
り
畏
し
と
之
を
實
行
す
る
と
い
ふ

恐
し
い
物
凄
い
狀
態
を
呈
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
政
治
問
題
に
せ
ら
れ
さ
う
に
な
る
と
、
あ
わ

て
ゝ
中
止
す
る
と
い
ふ
有
樣
で
あ
つ
て
、
國
語
の
尊
敬
な
ど
が
、
今
の
大
官
な
ど
の
頭
の
中
に
有
る
か

無
い
か
ゞ
疑
は
れ
る
。

國
語
を
尊
敬
せ
よ
と
い
ふ
。
こ
れ
に
對
し
て
は
誰
も
異
論
は
表
面
唱
へ
ぬ
で
あ
ら
う
し
、
又
賛
成
も

す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
ど
こ
に
そ
の
國
語
尊
敬
の
事
實
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
日

常
見
る
新
聞
や
雜
誌
に
あ
ら
は
れ
て
く
る
事
が
ど
れ
程
の
尊
敬
を
國
語
に
捧
げ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
を

示
す
か
。
私
は
か
へ
つ
て
反
對
の
事
柄
を
常
に
見
せ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

國
語
を
尊
敬
す
る
と
い
ふ
事
さ
へ
、
今
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
私
は
た
ゞ
尊
敬
す
る
と
い
ふ
だ
け
で

は
足
ら
な
い
と
思
ふ
。
國
語
は
正
し
く
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
常
に
思
つ
て
ゐ
る
事
で
あ

る
が
、
私
は
國
語
の
理
解
の
正
し
い
と
否
と
が
、
場
合
に
よ
れ
ば
國
運
の
消
長
に
ま
で
影
響
す
る
と
い

ふ
事
を
考
へ
て
ゐ
る
。

か
や
う
に
い
ふ
と
、
き
さ
ま
は
そ
ん
な
大
き
な
事
を
い
ふ
が
、
何
ぞ
理
由
で
も
證
據
で
も
あ
る
か
と
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い
ふ
人
も
あ
ら
う
。
そ
こ
で
私
は
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
。
そ
れ
は
か
の
名
高
い
慈
鎭
和
尙
の
著
し
た

愚
管
抄
の
中
に
あ
る
語
で
あ
る
。「
天
照
大
神
は
百
王
を
守
ら
せ
給
ふ
」
と
い
ふ
樣
な
話
が
古
來
傳
は

つ
て
ゐ
た
が
慈
鎭
は
如
何
に
之
を
解
し
た
か
。
彼
は
「
神
武
天
皇
の
以
後
百
王
と
き
こ
ゆ
る
す
で
に
の

こ
り
す
く
な
く
、
八
十
四
代
に
も
な
り
に
け
る
。」
と
い
つ
た
り
、
又
今
「
百
王
の
十
六
代
の
こ
り
た

る
程
云
々
」
と
い
つ
た
り
し
て
ゐ
る
。
慈
鎭
の
や
う
に
考
へ
て
く
る
と
、
我
が
日
本
國
は
こ
の
後
段
々

に
心
細
い
事
に
な
つ
て
行
く
と
い
ふ
事
は
爭
は
れ
な
い
。
さ
う
し
て
、
か
や
う
な
說
は
彼
一
人
で
な
く

そ
の
後
の
所
謂
識
者
も
同
じ
く
い
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
か
や
う
な
心
細
い
世
の
末
に
な
つ
た
と

い
ふ
思
想
が
、
日
本
人
の
精
神
を
弱
め
、
國
民
精
神
の
統
一
力
を
弛
め
た
と
い
ふ
事
は
い
ふ
ま
で
も
あ

る
ま
い
。
か
や
う
な
思
想
が
、
か
の
南
北
朝
の
大
混
亂
を
ひ
き
起
す
遠
因
と
な
つ
て
居
る
と
私
は
考
へ

る
、
さ
う
し
て
九
十
六
代
の
天
皇
の
時
か
ら
大
亂
が
起
り
、
九
十
九
代
の
天
皇
に
至
つ
て
南
北
合
一
と

い
ふ
一
大
事
件
に
一
往
の
局
を
結
ん
だ
。
百
王
と
い
ふ
語
の
慈
鎭
流
の
解
釋
が
、
事
實
通
り
に
な
つ
た

と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
ま
い
か
。

然
し
な
が
ら
慈
鎭
の
解
釋
は
も
と
よ
り
誤
り
で
あ
る
。
北
畠
親
房
は
「
十
々
の
百
に
あ
ら
ざ
る
べ

し
。
窮
な
き
を
百
と
い
へ
り
。」
と
い
つ
て
世
俗
の
誤
を
正
さ
う
と
し
た
。
誠
に
そ
の
通
り
で
あ
る
事

は
こ
れ
亦
い
ふ
を
ま
た
な
い
が
、
親
房
が
そ
れ
を
い
つ
た
の
は
九
十
七
代
の
天
皇
の
時
で
あ
つ
た
。
あ

と
三
四
代
だ
け
し
か
無
い
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
時
で
あ
る
か
ら
、
大
勢
を
挽
囘
す
る
と
い
ふ
事
は
大
水

を
片
手
で
防
ぐ
と
い
ふ
有
樣
で
不
可
能
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
親
房
の
こ
の
正
し
い
解
釋
は
當
時
效
が
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無
か
つ
た
が
、
後
の
明
治
維
新
を
起
す
指
導
精
神
と
な
つ
た
の
で
、
や
は
り
國
運
の
消
長
に
影
響
し
て

ゐ
る
。

右
の
一
例
で
も
國
語
の
解
釋
の
仕
方
が
思
想
を
指
導
し
、
延
い
て
國
家
の
盛
衰
に
も
及
ぶ
と
い
ふ
事

が
あ
る
と
い
ひ
得
る
と
思
ふ
。
所
で
慈
鎭
和
尙
は
國
語
を
輕
ん
じ
た
の
か
と
い
ふ
に
決
し
て
さ
う
で

は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
第
一
の
國
語
尊
重
論
者
で
あ
つ
た
事
は
愚
管
抄
や
拾
玉
集
に
明
か
に

證
據
を
殘
し
て
ゐ
る
、
然
る
に
、
こ
の
人
が
「
百
王
」
と
い
ふ
語
に
對
し
て
か
や
う
な
解
釋
を
と
つ
た

の
で
あ
つ
た
。
慈
鎭
和
尙
は
生
前
天
台
座
主
で
あ
つ
て
、
そ
の
地
位
が
、
今
な
ら
ば
、
大
學
總
長
と
い

ふ
や
う
な
も
の
に
似
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
知
識
階
級
の
大
先
逹
が
、
か
う
い
つ
た
の
で
あ
つ
て
見

れ
ば
、
そ
の
他
の
人
々
が
さ
う
考
へ
た
の
も
無
理
で
は
な
か
つ
た
次
第
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
の
い
ひ
た
い
事
は
、
國
語
を
尊
敬
す
る
と
い
ふ
事
だ
け
で
は
ま
だ
足
ら
な
い
。
國
語
を

正
當
に
理
解
す
る
事
が
そ
の
上
に
大
切
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
所
で
今
の
世
の
有
樣
は
果
し
て

ど
う
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
世
の
識
者
に
對
し
て
十
分
に
考
へ
て
戴
き
た
い
重
大
な
事
件
で
あ
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
昭
和
四
年
六
月
一
日
　
　
　
山
　
田
　
孝
　
雄
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第一章　假名遣の起源

第
一
章
　
假
名
遣
の
起
源

假
名
遣
と
は
字
義
よ
り
い
は
ゞ
、
假
名
を
用
ゐ
て
、
言
語
を
書
き
あ
ら
は
す
方
法
と
い
ふ
義
な
る

が
、
吾
人
が
用
ゐ
る
所
は
さ
る
廣
汎
な
る
意
義
に
あ
ら
ず
し
て
、
假
名
を
用
ゐ
て
國
語
を
書
き
あ
ら
は

す
間
に
紛
は
し
き
も
の
を
正
し
く
用
ゐ
る
上
に
存
す
る
一
定
の
規
律
を
さ
す
。
さ
れ
ば
實
地
の
問
題

と
し
て
は
如
何
な
る
場
合
に
如
何
な
る
假
名
を
用
ゐ
る
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
を
さ
す
も
の
た
る
な
り
。

惟
ふ
に
假
名
が
漢
字
よ
り
脫
化
し
て
國
語
を
記
載
す
る
も
の
と
し
て
成
立
せ
し
當
初
に
あ
り
て
は
、

當
時
の
國
民
の
意
識
せ
る
音
の
單
位
と
そ
の
假
名
の
箇
々
と
が
大
體
に
於
い
て
對
應
す
べ
く
し
て
生

成
せ
し
も
の
な
る
べ
き
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
時
代
に
あ
り
て
は
、
こ
の
假
名
遣
と

い
ふ
如
き
事
は
問
題
と
は
な
ら
ざ
り
し
も
の
た
り
し
な
ら
む
。
然
れ
ど
も
言
語
は
不
斷
に
動
き
流
れ

て
や
ま
ず
、
時
を
ふ
る
に
つ
れ
て
漸
く
形
を
か
ふ
る
に
至
る
べ
き
は
自
然
の
勢
な
り
と
す
。
然
る
に
文

字
は
す
べ
て
有
形
の
も
の
な
れ
ば
、
一
旦
成
立
せ
ば
固
定
的
と
な
り
て
變
化
を
生
ず
る
こ
と
な
し
。
さ

れ
ば
そ
の
假
名
が
た
と
ひ
音
字
な
り
と
す
と
も
、
そ
の
あ
る
音
に
對
し
て
の
假
名
と
い
ふ
も
の
は
、
そ

の
語
音
の
變
化
あ
り
た
る
場
合
に
も
そ
の
音
の
變
化
に
伴
ひ
て
う
つ
る
こ
と
な
き
も
の
な
り
。
こ
の

故
に
假
名
成
立
以
後
相
當
の
年
代
を
經
過
せ
ば
、
そ
の
假
名
と
實
際
の
國
語
の
發
音
と
の
間
に
多
少
の

齟
齬
を
生
ず
る
に
至
る
べ
き
は
自
然
の
事
な
り
と
す
。
こ
の
齟
齬
は
或
は
新
し
く
生
じ
た
る
語
音
を

あ
ら
は
す
も
の
が
、
そ
の
假
名
の
中
に
存
せ
ぬ
場
合
も
あ
る
べ
く
、
又
假
名
は
古
の
ま
ゝ
に
傳
は
り
た
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れ
ど
、
語
音
は
變
化
し
て
、
そ
れ
に
相
當
す
る
音
の
行
は
れ
ず
な
り
た
る
も
あ
る
べ
く
、
又
そ
の
假
名

に
相
當
す
る
音
は
存
し
な
が
ら
、
特
別
の
語
に
か
ぎ
り
て
そ
の
發
音
の
か
は
れ
る
も
の
も
あ
る
べ
き
が

如
き
種
々
の
場
合
生
ず
べ
し
。

か
く
て
新
し
く
生
じ
た
る
語
音
を
あ
ら
は
す
も
の
が
從
來
の
語
音
に
存
せ
ぬ
場
合
に
於
い
て
、
必
ず

そ
の
音
を
實
際
の
通
り
に
之
を
あ
ら
は
さ
む
と
す
る
時
に
は
別
に
そ
れ
に
相
當
す
べ
き
新
し
き
文
字

を
制
定
す
る
か
、
若
し
く
は
從
來
の
文
字
を
借
り
て
之
を
あ
ら
は
さ
む
と
す
る
に
至
る
。
か
く
の
如
く

に
し
て
、
新
し
き
文
字
の
生
れ
、
古
き
文
字
の
亡
び
行
く
場
合
に
は
問
題
は
無
け
れ
ど
、
若
し
、
上
述

の
如
き
結
果
と
し
て
、
一
の
文
字
が
二
三
樣
に
用
ゐ
ら
れ
、
二
三
の
文
字
が
同
じ
樣
な
る
語
音
を
う
つ

す
に
用
ゐ
ら
る
る
如
き
狀
態
を
呈
す
る
場
合
に
於
い
て
は
、
こ
ゝ
に
そ
れ
ら
を
如
何
に
使
用
せ
ば
可
な

る
か
の
問
題
を
生
ず
。

以
上
は
一
の
字
と
一
の
音
と
の
對
應
如
何
と
い
ふ
問
題
な
る
が
、
尙
ほ
そ
の
外
に
、
一
の
語
を
あ
る

數
箇
の
文
字
の
集
團
に
て
か
き
あ
ら
は
せ
る
場
合
（「
ウ
グ
ヒ
ス
」
の
如
き
に
）、
そ
の
一
綴
の
文
字
の

一
團
が
、
そ
れ
に
對
應
す
る
一
の
語
卽
ち
あ
る
觀
念
を
代
表
す
と
意
識
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
、
そ
の
一

團
中
の
或
る
文
字
の
發
音
が
、
一
字
と
し
て
の
場
合
の
發
音
と
異
な
る
場
合
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
。
か

ゝ
る
場
合
に
は
前
述
の
一
字
と
一
音
と
の
對
應
如
何
と
い
ふ
問
題
も
も
と
よ
り
存
す
べ
き
が
、
そ
の
外

に
別
に
、
そ
の
一
語
內
に
於
け
る
或
る
文
字
と
或
る
音
と
の
對
應
如
何
と
い
ふ
問
題
を
生
ず
。
た
と

へ
ば
「
ウ
グ
ヒ
ス
」
と
い
ふ
場
合
に
「
ヒ
」
一
字
は
「
ヒ
」
の
音
を
あ
ら
は
す
こ
と
は
疑
ひ
な
け
れ
ど

7



第一章　假名遣の起源

「
ウ
グ
ヒ
ス
」
の
場
合
に
は
「
ヒ
」
と
發
音
せ
ず
し
て
「
イ
」
の
如
く
發
音
す
る
如
き
こ
れ
な
り
。
か

く
の
如
き
場
合
に
そ
れ
を
「
イ
」
と
か
く
べ
き
か
「
ヒ
」
と
か
く
べ
き
か
は
、
單
に
發
音
と
文
字
と
の

對
應
如
何
と
い
ふ
が
如
き
單
純
な
る
問
題
に
あ
ら
ず
し
て
、
こ
れ
を
從
前
の
如
く
か
き
て
然
る
べ
き

か
、
改
め
て
か
く
べ
き
か
は
、
そ
の
語
の
一
箇
と
し
て
の
社
會
的
認
識
如
何
と
い
ふ
問
題
に
逢
着
す
る

も
の
な
り
。
こ
れ
を
顧
み
ず
し
て
こ
れ
を
た
ゞ
一
箇
の
文
字
の
使
用
法
に
止
ま
る
と
い
ふ
が
如
き
は

こ
の
一
綴
の
一
團
が
、
單
な
る
文
字
の
叢
り
に
あ
ら
ず
し
て
一
個
の
觀
念
の
外
形
た
る
こ
と
を
忘
れ
た

る
も
の
と
い
ふ
べ
き
な
り
。
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
こ
ゝ
に
た
と
ひ
一
字
に
せ
よ
、
そ
の
假
名
遣
の
問

題
は
一
個
の
音
字
の
問
題
に
あ
ら
ず
し
て
、
一
の
語
の
外
形
を
如
何
に
取
扱
ふ
べ
き
か
の
問
題
に
し

て
、
同
時
に
そ
が
文
化
を
有
す
る
國
民
な
る
場
合
に
於
い
て
は
祖
先
の
文
化
を
如
何
な
る
形
式
に
よ
り

て
繼
承
す
べ
き
か
の
問
題
と
も
化
す
る
も
の
た
り
と
す
。

然
れ
ど
も
、
そ
の
發
音
の
變
化
せ
る
も
の
が
、
な
ほ
甚
だ
し
き
多
數
に
上
ら
ざ
る
間
は
多
少
之
に
注

意
す
る
も
の
あ
り
と
し
て
も
未
だ
一
般
に
之
に
注
意
せ
ざ
る
が
故
に
世
上
の
問
題
と
は
な
ら
ざ
る
べ

き
が
、
そ
の
甚
し
く
な
る
に
及
び
て
は
何
等
か
の
事
情
を
動
機
と
し
て
、
こ
ゝ
に
世
の
問
題
と
し
て
意

識
的
に
論
議
せ
ら
る
ゝ
に
至
る
べ
き
な
り
。

然
れ
ど
も
か
く
の
如
き
場
合
に
於
い
て
も
な
ほ
人
々
面
々
に
そ
の
是
と
す
る
方
法
を
と
り
て
之
を

用
ゐ
る
も
の
と
せ
ば
、
こ
ゝ
に
多
少
の
問
題
は
存
す
と
い
ふ
と
も
、
一
定
の
法
則
に
よ
る
も
の
に
あ
ら

ず
と
す
る
と
き
は
未
だ
學
術
上
の
問
題
と
も
實
際
上
の
問
題
と
も
な
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
さ
る
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假名遣の歷史

わ
が
ま
ゝ
勝
手
な
る
事
は
社
會
生
活
の
上
に
は
行
は
れ
ざ
る
こ
と
に
し
て
、
早
晩
一
定
の
方
式
に
よ
り

て
社
會
共
通
の
使
用
法
を
立
て
む
こ
と
を
要
求
す
る
に
至
る
べ
き
は
道
理
を
以
て
進
退
せ
む
と
す
る

文
化
國
に
於
い
て
は
必
然
の
勢
な
り
と
す
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
そ
れ
ら
文
字
の
用
ゐ
方
に
於
い
て

合
理
的
の
方
法
に
よ
り
て
之
を
一
定
し
、
各
人
の
勝
手
に
使
用
す
る
弊
を
矯
め
む
と
す
る
に
及
び
て
、

こ
ゝ
に
そ
の
文
字
の
用
ゐ
方
卽
ち
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
が
、
學
問
的
又
實
際
的
の
問
題
と
し
て
興
り
來

る
も
の
な
り
と
す
。

わ
が
國
の
假
名
遣
と
い
ふ
も
の
は
上
の
如
き
事
情
に
基
づ
き
て
生
じ
た
る
も
の
た
る
こ
と
は
疑
ふ

べ
か
ら
ず
。
今
本
邦
の
言
語
と
文
字
と
の
交
涉
の
歷
史
を
見
る
に
そ
の
假
名
の
生
成
せ
る
時
代
は
今

論
ぜ
ず
。
そ
の
假
名
と
語
音
と
の
間
に
多
少
の
齟
齬
を
生
じ
た
り
し
は
か
の
ア
行
の
「
エ
」
と
ヤ
行

の
「
エ
」
と
の
區
別
が
な
く
な
り
し
時
代
に
旣
に
起
れ
り
と
認
め
ら
る
。
こ
の
二
者
の
區
別
あ
り
し
こ

と
は
か
の
「
あ
め
つ
ち
」
歌
に
於
い
て
旣
に
認
め
ら
る
ゝ
所
な
る
が
、
そ
の
假
名
の
上
の
實
際
を
見

る
に
、
萬
葉
集
の
假
名
に
於
い
て
こ
の
區
別
の
略
認
め
ら
る
ゝ
を
見
る
。
然
れ
ど
も
、
普
通
の
體
の

假
名
に
あ
り
て
は
平
假
名
に
あ
り
て
は
ア
行
の
「
エ
」
な
る
べ
き
「
え
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
な
る
べ
き

「
91
」
と
が
混
一
し
て
考
へ
ら
る
ゝ
の
み
な
ら
ず
、
片
假
名
に
あ
り
て
は
ヤ
行
な
る
べ
き
「
エ
」
一
個

の
み
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
は
假
名
遣
の
上
の
問
題
と
は
せ
ざ
れ
ば
所
謂
伊
呂
波
四
十
七
文
字
を
如
何

に
正
當
に
使
用
す
べ
き
か
の
問
題
が
實
際
の
假
名
遣
た
り
し
な
ら
む
。

惟
ふ
に
わ
が
國
に
あ
り
て
假
名
遣
の
硏
究
の
起
り
し
は
何
時
頃
よ
り
な
る
べ
き
か
。
こ
の
硏
究
の
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第一章　假名遣の起源

起
ら
む
に
は
、
そ
の
前
に
、
そ
の
混
亂
時
代
の
存
す
べ
き
は
も
と
よ
り
な
る
が
、
倭
名
類
聚
鈔
に
は
こ

の
混
亂
の
存
す
る
を
見
ね
ば
、
そ
れ
よ
り
後
な
る
こ
と
は
考
へ
ら
る
ゝ
所
な
り
。
而
し
て
こ
の
混
亂
は

何
時
頃
よ
り
起
れ
る
か
。
今
よ
り
明
確
に
知
り
難
き
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
、
奈
良
朝
の
頃
に
旣
に
端

を
發
し
た
り
と
見
ゆ
。
而
し
て
そ
は
「
ア
」
行
の
「
エ
」
ヤ
行
の
「
エ
」
の
混
同
と
並
行
し
て
ハ
行
の

「
ホ
」
を
「
ヲ
」
と
せ
し
も
の
を
見
る
。「
杲
鳥
」（
カ
ヲ
ト
リ
）
卷
十
に
こ
の
字
を
用
ゐ
る
。（
卷
三
、

卷
十
に
「
容
鳥
」
と
か
き
、
卷
六
に
「
貌
鳥
」
と
か
き
卷
十
七
に
「
可
保
等
利
」
と
か
け
り
。）「
朝
杲
」

（
ア
サ
カ
ヲ
）（
卷
十
に
こ
の
字
を
用
ゐ
る
。
卷
八
、
卷
十
に
「
朝
貌
」
と
か
き
、
卷
十
四
に
「
安
佐
我

保
」）
の
杲
は
「
カ
ヲ
」
と
い
ふ
音
を
あ
ら
は
せ
る
文
字
な
る
が
之
を
以
て
「
カ
ホ
」
の
語
を
記
す
に

用
ゐ
た
り
。
但
し
こ
の
一
二
例
を
見
る
の
み
。
又
寛
平
昌
泰
間
に
編
せ
し
新
撰
字
鏡
に
は
「
ウ
ル
ハ

シ
」
と
い
ふ
語
に
限
り
て
「
宇
留
和
志
」
と
か
け
り
。（「
煒
「
瑳
「
嬋
媛
の
訓
）
こ
れ
も
亦
こ
の
語
に

限
り
て
、
發
音
の
か
は
れ
る
こ
と
を
見
る
べ
し
。（
こ
の
語
の
み
の
假
名
遣
は
西
大
寺
の
金
光
明
經
に

も
見
ゆ
。）
然
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
所
謂
漸
を
な
せ
る
も
の
に
し
て
、
未
だ
大
勢
を
支
配
せ
り
と
は
見

え
ず
。
か
く
て
漸
く
變
遷
の
著
し
く
見
え
そ
む
る
に
至
れ
る
は
平
安
朝
の
中
期
以
後
な
る
べ
し
。
今

大
矢
透
氏
の
假
名
沿
革
史
料
に
よ
る
に
、

　
一
條
天
皇
の
長
保
四
年
の
點
な
る

　
　
法
華
經
義
疏

（
石
山
寺
藏
）

に
は
「
カ
ホ
」
を
「
カ
ヲ
」
と
か
き
、
又
「
ヲ
」
を
「
オ
」
の
場
合
に
用
ゐ
「
ヘ
」
を
「
ヱ
」
の
場
合
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假名遣の歷史

に
用
ゐ
た
る
あ
り
。

後
冷
泉
天
皇
の
天
喜
康
平
頃
の
點
な
る

　
大
毗
盧
遮
那
成
佛
經

（
高
野
山
龍
光
院
藏
）

白
河
天
皇
の
承
曆
二
年
の
點
な
る

　
大
毗
盧
遮
那
成
佛
經

（
西
大
寺
藏
）

堀
河
天
皇
の
嘉
保
二
年
の
點
な
る

　
阿
吒
薄
俱
元
帥
大
將
上
佛
陀
羅
尼
經
修
行
法
儀
軌
　
（
石
山
寺
藏
）

同
承
德
三
年
の
點
な
る
將
門
記

（
眞
福
寺
藏
）

同
鳥
羽
天
皇
の
永
久
頃
の
點
な
る

　
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳

（
興
福
寺
藏
）

同
保
安
三
年
の
點
な
る

　
妙
法
蓮
華
經
玄
賛

（
法
隆
寺
藏
）

同
天
承
二
年
の
點
な
る
金
光
明
經

（
三
井
寺
法
明
院
藏
）

同
長
承
三
年
の
點
な
る
法
苑
珠
林

（
法
隆
寺
藏
）

な
ど
に
至
れ
ば
、
ア
行
ハ
行
ワ
行
の
。　イ

、
。　ヒ

、
。　ヰ

、
。　ウ

、
。　フ

、
。　エ

、
。　へ

、
。　ヱ

、
。　オ

、
。　ホ

、
。　ヲ

等
の
混
亂

の
漸
次
に
甚
し
く
な
り
行
く
を
見
る
べ
く
、
か
く
て
保
元
平
治
の
頃
よ
り
後
は
そ
の
混
亂
の
い
よ
〳
〵

著
し
く
な
れ
る
を
見
る
。
し
か
も
か
く
混
亂
せ
る
う
ち
に
も
な
ほ
正
し
く
假
名
を
用
ゐ
た
る
も
の
ゝ
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多
か
り
し
こ
と
は
も
と
よ
り
い
ふ
を
ま
た
ず
。

さ
て
か
く
混
亂
を
生
じ
た
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
人
々
思
ひ
思
ひ
に
漠
然
と
し
て
用
ゐ
て
あ
る
間
は
未

だ
甚
だ
問
題
と
は
な
ら
ざ
る
べ
き
が
、
若
し
こ
ゝ
に
人
あ
り
て
、
そ
の
假
名
の
用
ゐ
方
の
區
々
な
る
に

心
づ
き
、
い
づ
れ
を
用
ゐ
む
か
と
省
み
る
に
至
ら
ば
、
こ
ゝ
に
こ
れ
を
問
題
と
す
る
に
至
る
べ
き
は
自

然
の
勢
な
り
と
す
。
か
く
て
こ
の
問
題
は
果
た
し
て
起
れ
り
。
而
し
て
、
そ
の
當
時
之
が
標
準
を
示

し
た
る
も
の
は
俗
に
定
家
假
名
遣
と
稱
す
る
も
の
な
り
と
す
。

第
二
章
　
定
家
假
名
遣

余
は
こ
ゝ
に
所
謂
定
家
假
名
遣
を
以
て
假
名
遣
を
論
定
せ
し
も
の
ゝ
最
初
と
し
て
論
ぜ
む
と
す
る

も
の
な
る
が
、
或
は
こ
れ
よ
り
以
前
に
旣
に
之
を
論
じ
た
る
も
の
な
き
か
の
疑
を
い
だ
く
も
の
あ
ら

む
。
こ
れ
に
つ
き
て
は
先
づ
悅
目
鈔
を
一
瞥
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

悅
目
鈔
は
普
通
に
藤
原
基
俊
の
著
と
稱
せ
ら
れ
る
。
基
俊
は
定
家
の
父
俊
成
の
師
た
る
人
な
れ
ば
、

こ
の
人
の
書
に
假
名
遣
の
事
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
源
頗
る
古
し
と
い
ふ
べ
し
。
而
し
て
こ
の
書
に
は

　
物
を
假
名
に
か
く
や
う
は

と
い
ふ
目
あ
り
て
、

　
上
に
か
く
。　い

　
下
に
か
く
。　ひ

　
口
合
に
か
く
。　ゐ
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上
に
か
く
。　わ

　
下
に
か
く
。　は

　
上
に
か
く
。　お

　
下
に
か
く
。　を

　
上
に
か
く
。　う

　
下
に
か
く
。　ふ

　
上
に
か
く
。　え

　
下
に
か
く
。　ヘ

　
口
合
に
か
く
。　ゑ

の
十
二
字
を
あ
げ
た
り
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
假
名
遣
を
論
定
せ
り
と
い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
假
名
　

遣
方
に
於
て
、
こ
れ
ら
を
問
題
と
す
べ
き
こ
と
を
い
へ
る
に
似
た
り
。
果
し
て
然
ら
ば
、
こ
れ
を
假
名

遣
に
注
意
せ
し
初
め
と
す
べ
き
か
如
何
。

今
こ
れ
を
見
る
に
そ
の
問
題
と
せ
る
假
名
は
上
の
如
く
十
二
字
に
し
て
五
類
の
部
門
を
立
つ
べ
き

も
の
と
す
。
然
る
と
き
は
こ
の
時
旣
に
こ
の
事
あ
り
き
と
す
べ
き
か
。
然
る
に
、
下
に
い
ふ
如
く
定

家
假
名
遣
に
於
い
て
は

　
　
い
　
ひ
　
ゐ

　
　
お
　
を

　
　
え
　
へ
　
ゑ

の
三
類
八
字
を
問
題
と
せ
る
に
止
ま
れ
り
。
而
し
て
そ
の
後
の
增
補
に
か
ゝ
る
行
阿
の
假
名
遣
に
至

り
て
は
上
の
十
二
字
五
類
よ
り
も
稍
々
多
く

　
　
ほ
（
を
　
お
）

　
　
む
（
う
　
ふ
）
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の
二
字
を
加
へ
た
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
之
を
察
す
る
に
こ
の
書
に
說
く
所
は
下
に
い
ふ
定
家
の
假
名

遣
よ
り
も
後
な
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
な
る
こ
と
を
考
ふ
べ
し
。
さ
れ
ば
こ
の
本
を
以
て
、
後
人
の
假
託

な
り
と
い
ふ
說
の
、
少
く
も
こ
の
點
に
於
い
て
は
信
ず
べ
く
し
て
、
こ
れ
を
以
て
假
名
遣
に
留
意
せ
し

こ
と
を
語
る
最
初
の
文
献
と
は
い
ふ
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。

以
上
の
如
く
な
れ
ば
、
な
ほ
通
說
の
如
く
定
家
假
名
遣
を
以
て
假
名
遣
を
論
ぜ
し
初
め
と
す
べ
き
が

如
し
。
然
る
に
、
そ
の
定
家
假
名
遣
と
稱
せ
ら
る
ゝ
も
の
ゝ
實
體
は
從
來
往
々
誤
ま
り
傳
へ
ら
れ
、
近

時
文
學
博
士
吉
澤
義
則
氏
の
硏
究
の
發
表
せ
ら
れ
て
稍
世
の
迷
を
解
き
し
に
す
ぎ
ず
。
こ
の
故
に
先

づ
こ
の
實
體
を
明
か
に
す
べ
き
必
要
あ
り
。

定
家
假
名
遣
と
稱
せ
ら
る
ゝ
も
の
は
そ
の
俗
稱
に
し
て
、
そ
の
普
通
に
世
に
知
ら
れ
て
あ
る
も
の
は

假
名
文
字
遣
と
い
ふ
を
本
名
と
す
る
も
の
ゝ
如
し
。
而
し
て
こ
れ
と
て
も
、
所
謂
定
家
假
名
遣
と
い
ふ

名
を
以
て
行
は
れ
た
り
と
い
ふ
に
止
ま
り
、
定
家
の
與
り
知
ら
ざ
る
部
分
少
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
れ
ら

の
事
に
つ
き
て
は
そ
の
假
名
文
字
遣
の
序
に
い
へ
る
事
を
見
て
考
ふ
べ
し
。
序
に
曰
は
く

　
京
極
中
納
言
　定家卿　
家
集
拾
遺
愚
草
の
淸
書
を
祖
父
河
內
前
司
　于時
大

炊
助
　
親
行
に
誂
申
さ
れ
け
る
時
親

行
申
て
云
を
お
、
え
ゑ
へ
、
い
ゐ
ひ
等
の
文
字
の
聲
か
よ
ひ
た
る
誤
あ
る
に
よ
り
て
其
字
の
見
わ

き
が
た
き
事
在
之
。
然
間
　以
二　
此
　次
一　
後
學
の
た
め
に
さ
た
め
を
か
る
へ
き
よ
し
黃
門
に
申
之
處

に
、
わ
れ
も
し
か
日
來
よ
り
思
よ
り
し
事
也
。
さ
ら
ば
主
爨
が
所
存
の
分
　書
二　
出
　之
一　
　可
レ　
進
之
由

仰
ら
れ
け
る
間
、
大
槪
如
此
注
進
之
處
に
申
所
悉
其
理
相
叶
へ
り
と
て
卽
　被
二　
合
　點
一　
畢
。
然
者

14
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文
字
遣
を
さ
だ
む
る
事
親
行
が
抄
出
是
濫
觴
也
。
加
之
行
阿
思
案
之
す
る
に
權
者
の
製
作
と
し

て
眞
名
の
極
草
の
字
を
伊
呂
波
に
縮
な
し
て
文
字
の
數
の
す
く
な
き
に
、
い
ゐ
ひ
、
を
お
、
91
ゑ

へ
同
讀
の
あ
る
に
て
し
り
ぬ
、
各
別
の
要
用
に
つ
か
ふ
べ
き
謂
を
。
然
而
、
先
逹
の
猶
書
漏
さ
れ

た
る
事
共
あ
る
間
是
非
の
迷
を
ひ
ら
か
ん
が
た
め
に
、
追
て
勘
る
の
み
に
も
あ
ら
ず
更
に
又
ほ
、

わ
は
、
む
う
ふ
の
字
等
を
あ
た
ら
し
く
し
る
し
そ
へ
畢
。
其
故
は
、
ほ
は
を
に
よ
ま
れ
、
わ
は
は

に
か
よ
ふ
。
む
は
う
に
ま
ぎ
る
、
ふ
は
又
う
に
お
な
じ
き
に
よ
り
て
、
是
等
を
書
分
て
段
々
と

す
。
殘
所
の
詞
等
あ
り
と
い
へ
ど
も
是
に
て
准
據
す
べ
き
歟
。
仍
子
孫
等
此
勘
勒
之
趣
を
守
て

可
神
秘
々
々
。

と
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
假
名
遣
を
定
め
む
と
企
て
た
る
は
當
時
大
炊
助
た
り
し
親
行
と
い
ふ
人
に

し
て
、
定
家
の
家
集
拾
遺
愚
草
の
淸
書
を
依
賴
せ
ら
れ
た
る
際
に
、
そ
の
字
例
を
一
定
せ
む
と
欲
し
て

企
て
し
も
の
に
し
て
、
親
行
自
ら
立
案
し
、
定
家
の
同
意
を
得
て
實
行
せ
し
も
の
と
思
は
れ
た
り
。
拾

遺
愚
草
は
定
家
の
侍
從
た
り
し
頃
（
拾
遺
は
侍
從
の
唐
名
）
に
、
そ
の
家
集
に
み
づ
か
ら
名
づ
け
し
も

の
な
る
べ
き
が
、
そ
を
淸
書
せ
し
め
し
は
何
時
な
る
か
。
按
ず
る
に
定
家
が
侍
從
に
任
ぜ
ら
れ
し
は
前

後
二
度
あ
り
て
、
前
に
は
安
元
元
年
十
二
月
よ
り
文
治
五
年
十
一
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
り
、
後
に
は
建

曆
元
年
九
月
よ
り
建
保
二
年
二
月
ま
で
そ
の
任
に
あ
り
し
が
、
現
本
拾
遺
愚
草
の
上
卷
、
建
保
四
年
十

二
月
十
八
日
院
百
首
の
末
に
そ
の
書
を
か
く
名
づ
く
る
由
自
ら
記
せ
る
を
見
れ
ば
、
最
初
拾
遺
愚
草
と

名
づ
け
し
も
の
ゝ
本
體
は
こ
ゝ
ま
で
に
し
て
、
そ
を
淸
書
せ
し
め
し
は
建
保
四
五
年
の
交
に
あ
る
べ
き
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も
の
と
考
へ
ら
る
。

さ
て
又
そ
の
親
行
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
考
ふ
る
に
、
こ
の
人
に
つ
き
て
は
本
朝
書
籍
目
錄
外
錄
水
原

抄
の
條
に

　
親
行
は
定
家
卿
の
母
方
の
祖
父
也
。
假
名
遣
の
作
者
也
。

と
あ
り
て
往
々
之
を
信
ず
る
も
の
あ
れ
ど
も
、
こ
の
目
錄
に
い
へ
る
は
藤
原
親
行
と
い
ふ
人
に
し
て
、

尊
卑
分
脉
に
よ
れ
ば
、
親
忠
の
女
子
が
俊
成
の
室
定
家
の
母
に
し
て
親
行
は
そ
の
親
忠
の
孫
と
し
、
又

別
に
親
忠
の
子
と
も
せ
り
。
い
づ
れ
に
し
て
も
定
家
の
外
戚
た
る
に
は
相
違
も
な
き
事
な
れ
ど
、
祖
父

に
は
あ
ら
で
、
從
兄
弟
か
叔
父
か
に
當
る
人
な
り
。
然
る
に
こ
の
藤
原
親
行
に
は
大
炊
助
た
り
し
こ
と

も
河
內
守
た
り
し
こ
と
も
見
え
ず
、
又
そ
の
孫
に
行
阿
と
い
へ
る
人
の
あ
り
し
由
も
見
え
ず
。
こ
の
行

阿
は
如
何
な
る
人
な
る
か
と
い
ふ
に
、
こ
の
人
は
か
の
源
中
最
秘
抄
の
著
者
な
り
と
傳
へ
ら
る
ゝ
も
の

な
る
が
、
前
田
侯
爵
家
に
藏
す
る
こ
の
本
の
奧
書
に
よ
り
て
そ
の
俗
名
を
源
知
行
と
い
ひ
、
そ
の
父
は

義
行
、
義
行
の
父
は
親
行
な
る
こ
と
を
明
確
に
知
る
を
得
る
に
至
れ
る
が
、
そ
の
祖
父
と
い
へ
る
に
合

す
れ
ば
、
こ
ゝ
に
い
へ
る
は
源
親
行
な
る
べ
き
こ
と
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。
こ
の
親
行
は
河
內
守
源
光
行
の

子
に
し
て
、
光
行
以
後
行
阿
に
至
る
ま
で
累
代
歌
學
を
以
て
知
ら
れ
た
り
し
家
に
生
れ
し
人
な
り
と

す
。
こ
の
人
は
鎌
倉
幕
府
の
祗
候
人
と
し
て
吾
妻
鏡
に
屢
々
そ
の
名
の
見
ゆ
る
も
の
な
る
が
、
中
に
も

建
長
六
年
十
二
月
十
八
日
の
條
に
は
河
內
守
親
行
と
見
ゆ
る
を
以
て
考
ふ
れ
ば
、
か
の
河
內
前
司
と
い

へ
る
に
も
合
す
る
を
見
る
べ
し
。
こ
の
人
は
定
家
卿
と
學
問
上
の
交
深
か
り
し
こ
と
は
源
氏
物
語
の
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注
た
る
紫
明
抄
、
又
東
野
州
聞
書
等
を
見
て
も
知
る
べ
く
、
又
賴
經
將
軍
の
命
を
受
け
て
萬
葉
集
の
校

合
を
な
し
た
る
な
ど
に
て
世
に
重
ん
ぜ
ら
れ
し
學
者
た
る
を
見
る
べ
し
。
そ
の
大
炊
助
た
り
し
時
は

何
時
か
明
か
な
ら
ね
ど
、
承
久
の
亂
の
時
に
民
部
大
夫
（
五
位
丞
）
た
り
し
由
な
れ
ば
そ
れ
よ
り
以
前

の
事
な
り
し
は
疑
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
が
、
恐
ら
く
は
か
の
建
保
の
頃
に
て
あ
り
し
な
ら
む
。

今
こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
定
家
と
親
行
と
の
合
意
に
よ
り
て
、
こ
の
假
名
遣
は
決
せ
ら
れ
し
も
の
と
見

ゆ
る
が
、
定
家
が
假
名
遣
に
留
意
せ
し
こ
と
は
、
明
月
記
（
和
歌
事
類
に
抄
せ
り
。
現
行
流
布
の
明
月

記
に
見
え
ぬ
は
は
や
く
そ
の
部
分
の
逸
せ
し
爲
な
ら
む
。）
正
治
二
年
九
月
二
十
七
日
の
條
に
、

　
又
　ス參
二　
南
　ニ殿
一　
。
今
日
　被
レ　
　進
二　
御
　ヲ歌　
於
　ニ院
一　
百
首
御
淸
書
、
色
紙
　雖
レ　
打
わ
ざ
と
う
ち
た
る
と
見
え

ぬ
ほ
ど
に
打
也
。
た
け
た
か
き
色
帋
也
。
　依
レ　
仰
一
反
　見
レ　
之
、
　無
二　
僻
　事
一　
。
。　　54
。　ろ
。　た
。　え

と
ア
ル

ヲ
。　　54
。　ろ
。　た
。　へ

と
　可
レ　
候
之
由
申
畢
　卷
レ　
之
。

と
見
え
た
り
。
此
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
定
家
は
旣
に
こ
の
頃
よ
り
假
名
遣
の
正
否
に
つ
き
て
考
を
有

し
た
り
し
人
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
然
ら
ば
、
そ
の
詠
草
を
淸
書
す
る
に
あ
た
り
て
親
行
の
こ
の
提
案
あ

り
し
際
に
は
、
同
意
を
表
し
た
り
し
こ
と
は
、
有
り
得
べ
き
事
と
い
ふ
べ
し
。

さ
て
こ
ゝ
に
注
意
す
べ
き
は
定
家
の
認
め
し
假
名
遣
と
世
に
所
謂
定
家
假
名
遣
と
い
ふ
書
と
は
同

じ
も
の
に
あ
ら
ぬ
事
な
り
。
世
に
普
通
に
定
家
假
名
遣
と
い
へ
る
書
は
旣
に
い
へ
る
如
く
、
本
名
を
假

名
文
字
遣
と
い
ひ
て
、
か
の
行
阿
の
增
補
編
纂
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
か
の
序
に
て
明
ら
か
な
る

こ
と
な
り
。
さ
れ
ば
そ
の
序
文
を
見
ば
、
そ
の
區
別
は
直
ち
に
知
ら
る
べ
き
も
の
な
れ
ど
、
そ
の
基
本
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が
定
家
の
認
め
し
も
の
に
あ
れ
ば
と
い
ふ
精
神
に
て
か
、
或
は
定
家
の
崇
拜
の
絕
對
的
な
り
し
時
代
に

そ
の
名
を
唱
ふ
る
方
、
そ
の
行
は
る
ゝ
に
利
便
あ
り
し
爲
か
假
名
文
字
遣
と
い
ふ
本
名
よ
り
も
定
家
假

名
遣
の
名
の
方
ひ
ろ
く
用
ゐ
ら
れ
、
こ
れ
が
爲
に
こ
の
假
名
遣
の
眞
相
が
往
々
誤
り
傳
へ
ら
る
ゝ
に
至

れ
り
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
傳
ふ
る
も
の
ゝ
罪
に
し
て
假
名
文
字
遣
の
著
者
た
る
行
阿
の
關
知
す
る
所

に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

さ
ら
ば
そ
の
定
家
の
時
の
假
名
遣
と
は
如
何
な
る
も
の
な
り
し
か
。
そ
の
假
名
遣
の
範
圍
は
か
の

序
文
に
も
明
言
せ
る
所
に
し
て
、
實
に
、

　
を
　
お

　
え
　
ゑ
　
へ

　
い
　
ゐ
　
ひ

の
三
類
八
字
の
間
に
そ
の
用
ゐ
方
の
別
を
立
て
し
も
の
に
し
て
後
世
の
假
名
遣
と
稍
々
趣
を
異
に
す

る
點
あ
る
を
見
る
べ
し
。
そ
は

（「
を
」「
お
」
あ
れ
ど
）
「
ほ
」
な
く

「
は
」「
わ
」

の
別
な
く

「
ふ
」「
う
」「
ゆ
」

の
別
な
く

「
じ
」「
ぢ
」「
ず
」「
づ
」
の
別
な
き

こ
と
な
り
。
卽
ち
こ
れ
ら
の
區
別
が
當
時
問
題
と
な
り
て
あ
ら
ざ
り
し
こ
と
な
り
。
然
れ
ど
も
、
か
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く
い
は
む
に
は
、
な
ほ
多
少
の
顧
み
る
べ
き
點
あ
り
。
そ
の
序
文
に
は
「
い
ゐ
ひ
等
の
文
字
」
と
い
へ

れ
ば
、
そ
の
「
等
」
は
所
謂
「
外
等
」
に
し
て
そ
の
外
の
も
の
を
も
指
し
て
あ
ら
む
か
と
い
ふ
こ
と
な

り
。
然
れ
ど
も
、
こ
の
事
は
行
阿
が
序
中
に
、

　
加
之
行
阿
思
案
之
す
る
に
權
者
の
製
作
と
し
て
、
眞
名
の
極
草
の
字
を
伊
呂
波
に
縮
な
し
て
、
文

字
の
數
の
す
く
な
き
に
い
、
ゐ
、
ひ
、
を
、
お
、
え
、
ゑ
、
へ
、
同
語
の
あ
る
に
て
し
り
ぬ
。
各
別

の
要
用
に
つ
か
ふ
べ
き
謂
を
。

と
い
へ
る
に
て
こ
の
八
字
以
外
の
も
の
は
當
時
假
名
遣
上
の
問
題
と
な
り
て
は
あ
ら
ざ
り
し
を
見
る

べ
き
な
り
。

今
之
考
ふ
る
に
、
今
は
ア
行
ハ
行
ワ
行
共
に
混
同
し
易
き
さ
ま
に
な
れ
る
に
、
こ
の
頃
は
ハ
行
に

て
は　

ひ
　
へ

の
二
字
が
「
イ
」「
エ
」
の
如
く
發
音
せ
ら
る
ゝ
も
の
あ
り
、
ワ
行
に
て
は

　
ゐ
　
ゑ
　
を

の
三
字
が
「
イ
」「
エ
」「
オ
」
に
同
じ
樣
に
發
音
せ
ら
る
ゝ
に
至
り
し
も
の
あ
り
し
を
吿
ぐ
る
も
の
と

い
ふ
べ
し
。
而
し
て
之
を
か
の
前
章
に
い
へ
る
假
名
沿
革
史
料
等
に
あ
げ
た
る
假
名
遣
の
違
例
に
照

す
に
、
大
體
一
致
す
る
點
あ
り
て
、
た
ゞ
「
ウ
」「
フ
」
の
二
の
存
せ
ざ
る
點
の
み
を
異
な
り
と
す
る

が
、
こ
の
「
ウ
」「
フ
」
が
こ
ゝ
に
あ
げ
ら
れ
ざ
る
は
恐
ら
く
は
そ
の
違
例
は
な
ほ
微
々
た
る
も
の
に
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し
て
著
し
く
社
會
の
問
題
と
な
ら
ざ
り
し
が
爲
な
る
べ
し
。
果
し
て
こ
の
推
測
に
し
て
誤
ら
ず
と
せ

ば
、
こ
の
假
名
遣
に
上
の
八
字
を
限
り
て
あ
げ
た
る
事
は
、
當
時
眞
に
混
亂
し
て
統
一
を
認
め
難
き
も

の
あ
り
し
が
爲
な
り
し
な
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
考
へ
來
る
時
は
、
定
家
假
名
遣
の
起
る
に
至
れ
る
は

當
時
文
献
の
統
一
整
理
の
爲
、
社
會
の
必
然
の
要
求
に
よ
れ
る
も
の
に
し
て
、
世
に
往
々
考
へ
ら
る
ゝ

が
如
く
、
定
家
の
獨
斷
專
恣
に
出
で
し
も
の
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
な
り
。

さ
て
か
く
の
如
く
親
行
が
起
草
し
て
定
家
の
同
意
を
得
て
定
め
ら
れ
し
假
名
遣
は
如
何
な
る
も
の

か
と
い
ふ
に
、
普
通
に
は
前
に
い
へ
る
如
く
、
假
名
文
字
遣
を
さ
し
て
、
定
家
假
名
遣
と
呼
べ
る
に
よ

り
て
、
こ
の
書
に
か
け
る
所
卽
ち
定
家
の
定
め
た
る
も
の
と
認
め
て
あ
る
が
如
し
。
然
る
に
そ
の
序
に

よ
れ
ば
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
書
き
分
つ
べ
し
と
せ
る
假
名
が
八
字
三
類
に
止
ま
れ
る
に
、
そ
の
書
に

は
「
は
、
わ
」「
む
、
う
、
ゆ
」「
ほ
」
の
遣
ひ
方
を
も
あ
げ
た
れ
ば
、
そ
は
決
し
て
定
家
假
名
遣
そ
の

ま
ゝ
に
て
は
あ
ら
ず
し
て
、
少
く
と
も
後
の
增
補
の
存
す
べ
き
は
想
像
に
餘
り
あ
り
。
而
し
て
そ
の
事

は
そ
の
書
の
序
の
中
に
、

　
然
而
先
逹
の
猶
書
漏
さ
れ
た
る
事
共
あ
る
間
、
是
非
の
迷
を
ひ
ら
か
ん
が
た
め
に
、
追
て
勘
る
の

み
に
も
あ
ら
ず
、
更
に
又
ほ
、
わ
は
、
む
う
ふ
の
字
等
を
あ
た
ら
し
く
し
る
そ
へ
畢
。

と
い
へ
る
に
て
も
明
か
な
り
。
然
ら
ば
、
定
家
の
時
親
行
の
草
せ
し
假
名
遣
は
こ
の
假
名
文
子
遣
よ
り

は
簡
單
の
も
の
た
り
し
こ
と
は
疑
ふ
べ
か
ら
ず
。

か
く
て
こ
の
定
家
の
時
の
假
名
遣
と
お
ぼ
し
き
も
の
に
は
定
家
卿
口
傳
と
題
す
る
書
あ
り
。
下
官
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集
と
題
す
る
書
中
の
嫌
文
字
事
の
條
あ
り
。
人
丸
秘
抄
と
題
す
る
書
あ
り
。
又
三
藐
院
關
白
臨
定
家

卿
書
と
い
ふ
あ
り
て
そ
れ
に
も
定
家
の
假
名
遣
を
あ
げ
た
り
と
い
ふ
。
さ
て
そ
の
下
官
集
に
は
語
學

叢
書
に
收
め
た
る
も
の
二
種
あ
り
て
一
は
弘
安
七
年
の
識
あ
り
、
一
は
文
永
三
年
及
び
元
德
元
年
の
識

あ
る
も
の
な
る
が
、
そ
の
弘
安
本
の
方
に
は
、

　
を
　
お

　
え
　
へ
　
ゑ

　
ひ
　
ゐ
　
い

　
ほ
　
ふ
　
ひ
み
　
ふ
む

等
を
あ
げ
た
る
が
、
そ
の
「
ふ
」
以
下
に
は
各
「
今
入
」
と
注
せ
る
を
見
れ
ば
、
何
人
か
後
人
の
增
補

な
る
こ
と
は
明
か
な
る
が
、
そ
れ
を
除
き
て
も
な
ほ
「
ほ
」
が
か
の
定
家
の
定
め
た
り
と
、
假
名
文
字

遣
の
序
文
に
い
へ
る
所
に
存
せ
ね
ば
、
こ
れ
も
後
の
增
補
な
る
べ
き
な
り
。
次
に
定
家
卿
口
傳
を
見
れ

ば
、
こ
れ
に
は

　
端
の
へ
　
中
の
91
　
奧
の
ゑ

　
端
の
ほ
　
中
の
を
　
奧
の
お

　
端
の
い
　
中
の
ゐ
　
奧
の
ひ

と
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
「
ほ
」
の
部
の
增
補
せ
ら
れ
た
る
本
に
し
て
、
か
の
定
家
卿
の
認
め
し
時
の
も

の
よ
り
も
「
ほ
」
の
一
項
增
加
せ
る
も
の
な
り
。
か
く
て
文
永
本
の
下
官
集
を
見
れ
ば
、
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を
　
お

　
え
　
へ
　
ゑ

　
ひ
　
ゐ
　
い

の
三
項
八
字
に
し
て
人
丸
秘
抄
も
亦
然
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
吾
人
は
先
づ
、
人
丸
秘
抄
、

文
永
本
下
官
集
を
以
て
定
家
卿
の
批
定
せ
し
假
名
遣
の
實
狀
に
近
き
も
の
な
ら
む
と
推
定
す
る
を
妥

當
と
す
べ
き
な
り
。
こ
ゝ
に
於
い
て
こ
の
二
本
を
比
較
す
る
に
、
そ
の
記
載
す
る
所
互
に
出
入
あ
れ

ど
、
文
永
本
下
官
集
の
方
最
も
簡
單
な
れ
ば
、
こ
の
本
最
も
古
き
姿
を
傳
ふ
る
も
の
な
る
べ
き
か
と
考

へ
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
。
こ
の
本
に
載
す
る
所
は
甚
だ
簡
單
に
し
て
今
そ
の
全
體
を
あ
ぐ
る
こ
と
も

さ
ま
で
難
事
と
せ
ず
。
曰
は
く
、

緖
之
音
を
　ちり
ぬ
る
を
書

也
仍
私
用
之　

。　を
み
な
へ
し

。　を
と
は
山

。　を
く
ら
山

玉
の
。　を

。　を
さ
ゝ

。　を
た
え
の
は
し

。　を
く
つ
ゆ

　
て
に
を
は
の
詞
の
。　を

の
字

　
（
人
丸
秘
抄
に
は
こ
の
末
に
三
語
を
加
ふ
。）

尾
之
音
お
　うゐ
の
お
く
や

ま
書
之
故
也　

。　お
く
山

。　お
ほ
か
た

。　お
も
ふ

。　お
し
む

。　お
と
ろ
く

。　お
き
の
は
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。　お
の
へ
の
松

花
を
。　お

る

。　お
り
ふ
し

　
（
人
丸
秘
抄
に
は
こ
の
末
に
五
語
あ
り
。）

え
枝
　梅か
。　え

ほ
つ
。　え　
　
　松か
。　え

し
つ
。　え　
　
た
ち
。　え

　
。　　91

笛
ふ
。　え

斷
た
。　え

消
き
。　え

越
こ
。　え

き
こ
。　え

見
。　え

風
さ
。　え

て

か
。　え

て
の
木

。　え
や
は
い
ふ
き
の

　
（
人
丸
秘
抄
に
は
こ
の
末
に
「
い
り
え
」
あ
り
）

　
　
　
近
代
人
多
。　え

（
三
藐
院
本
。　ゑ

）
と
か
く

　
　
　
古
人
所
詠
。　歌

（
歌
字
三
藐
院
本
に
よ
る
）
あ
し
ま
よ
ふ
え
を
以
て
　可
レ　
　爲
レ　
證
。

へ　
う
。　へ

の
き
ぬ
　
不
堪
　た。　へ
す

通
用
常
時　
　
し
ろ
た
。　へ

　
草
木
を
う
。　へ

を
く
栽
也

ま
。　へ

う
し
ろ

こ
と
の
ゆ
。　へ

（
栢
か
。　へ

）

や
。　へ

ざ
く
ら

け
ふ
こ
ゝ
の
。　へ

さ
な
。　へ

と
。　へ

問
答

こ
た
。　へ

て

お
も
。　へ

は

　
（
人
丸
秘
抄
に
は
「
栢
」
な
く
し
て
他
に
七
語
を
所
々
に
加
ふ
。）
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ゑ
す
。　ゑ

ゆ
く
。　ゑ

こ
。　ゑ

こ
す
。　ゑ

。　繪

。　衞
士

。　ゑ
の
こ

（
詠
　。　ゑ
い

朗
詠　
）

（
產
穢
。　ゑ

）
垣
下
座
　。　ゑ
ん
か

の
さ　

も
の
。　ゑ

ん
じ
怨
也

　
（
人
丸
秘
抄
に
は
「
詠
」「
產
穢
」
な
く
し
て
末
に
「
つ
ゑ
」
あ
り
。）

ひ
こ
。　ひ

（
お
も
。　ひ

）

か
。　ひ

も
な
く

い
。　ひ

し
ら
ぬ

（
あ
。　ひ

見
ぬ
）

ま
。　ひ

ゝ
と

　
う
。　ひ

こ
と
　
お
。　ひ

ぬ
れ
は
　おい
ぬ
れ

は
常
時
也　

　
い
さ
よ
。　ひ

の
月
　但此
字
歌
秀
句

之
時
皆
通
用　

　（
人
丸
秘
抄
に
は
「
お
も
ひ
」「
あ
ひ
見
ぬ
」
を
か
き
、
外
に
四
語
を
加
ふ
）

ゐ　
藍
あ
。　ゐ

　
つ
。　ゐ

に
　遂に
色
に
そ

い
て
ぬ
へ
き　
　
池
の
い
。　ゐ

　
よ
。　ゐ

の
ま

　（
人
丸
秘
抄
に
は
外
に
五
語
を
加
ふ
。）

い　
に
し
の
た
。　い

　
天
か
。　い
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　（
人
丸
秘
抄
に
は
五
語
を
加
ふ
。）

實
に
た
ゞ
こ
れ
の
み
な
り
。
し
か
も
、
こ
の
う
ち
「
栢
か
へ
」「
詠
ゑ
い
」「
產
穢
ゑ
」「
お
も
ひ
」「
あ

ひ
み
ぬ
」
の
五
は
人
丸
秘
抄
に
見
え
ぬ
所
な
れ
ば
、
恐
ら
く
は
原
本
に
な
く
し
て
こ
の
本
に
補
は
れ
し

も
の
な
ら
む
も
知
ら
れ
ず
。
さ
て
こ
の
下
官
集
と
は
如
何
な
る
も
の
な
る
か
と
い
ふ
に
、
こ
れ
は
假
名

遣
の
み
な
ら
ず
、
歌
草
子
な
ど
の
書
き
し
る
し
方
を
錄
せ
る
も
の
な
る
が
、
そ
の
文
永
本
の
奧
書
に
は

　
文
永
三
年
四
月
下
旬
新
大
納
言
　以
二　
御
自
筆
　本
一　
書
寫
之
。
同
點
了
。
努
々
　不
レ　
　可
二　
他
　見
一　
。

と
あ
り
。
こ
れ
を
下
官
集
と
名
づ
る
は
本
文
の
中
に
「
下
官
　訂
二　
此
　說
一　
」「
下
官
　用
レ　
之
」
な
ど
あ
る
に

よ
り
て
誰
人
か
こ
の
名
を
加
へ
し
も
の
な
ら
む
が
、
元
來
「
下
官
」
と
は
第
一
人
稱
の
謙
稱
に
し
て
、

筆
者
の
自
ら
稱
へ
し
も
の
な
れ
ば
、
之
を
以
て
書
名
と
せ
る
は
無
下
に
拙
き
わ
ざ
な
り
。
さ
り
な
が
ら

こ
ゝ
に
下
官
と
自
稱
せ
る
は
誰
人
な
る
か
。
傳
說
の
如
く
な
ら
ば
定
家
そ
の
人
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

然
れ
ど
も
か
の
假
名
文
字
遣
の
序
を
正
し
と
せ
ば
、
之
を
こ
ゝ
に
採
錄
せ
る
は
定
家
と
す
と
も
、
そ
の

假
名
遣
の
草
者
は
親
行
た
る
べ
き
筈
な
り
。
か
く
て
そ
の
假
名
遣
の
條
の
は
じ
め
に
曰
は
く
、

一
、
嫌
文
字
事

　
他
人
摠
　不
レ　
然
又
先
逹
强
　無
二　
此
　事
一　
、
只
愚
意
分
別
之
　タ
ル
極　
僻
事
也
。
親
疎
老
少
一
人
　無
二　
同
心
之

　人
一　
、
最
所
謂
道
　ナ
リ
理　
。
況
且
當
世
之
人
　所
レ　
書
文
字
之
狼
藉
　過
三　
于
古
人
之
　所
二　
用
　來
一　
、
心
　ニ中　
　ト
ス
恨
レ　

　ヲ之　
。

と
あ
り
て
、
そ
の
趣
旨
を
明
か
に
せ
る
が
、
そ
の
末
に
は
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右
此
事
は
　非
二　
師
　說
一　
、
只
　發
二　
自
愚
　意
一　
。
　見
二　
　キ舊　
草
　子
一　
　可
レ　
　思
レ　
之
。

と
あ
り
。
こ
ゝ
に
「
非
師
說
」
と
い
へ
る
は
如
何
な
る
意
な
る
か
。
こ
の
假
名
遣
の
起
草
者
を
ば
親
行

と
せ
ば
、
そ
の
師
と
は
親
行
の
師
た
る
人
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
親
行
の
師
と
は
誰
人
な
る
か
、

親
行
の
父
光
行
は
俊
成
の
弟
子
な
れ
ば
、
定
家
の
家
は
親
行
の
師
家
な
り
と
い
ひ
て
も
よ
か
る
べ
く
思

は
る
ゝ
が
故
吉
澤
博
士
な
ど
か
く
の
如
く
說
か
れ
た
る
や
う
な
れ
ど
、
然
り
と
せ
ば
こ
れ
を
定
家
の
書

に
と
り
入
れ
し
さ
ま
を
見
る
に
、
稍
々
不
穩
當
の
感
あ
り
。
按
ず
る
に
こ
れ
は
さ
る
定
ま
り
た
る
師
あ

り
と
確
か
に
さ
せ
る
意
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
た
ゞ
、
こ
の
說
は
師
傳
を
う
け
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
い

ふ
に
止
ま
る
べ
く
、
か
く
て
愚
見
の
發
明
說
な
り
と
い
へ
る
も
の
な
ら
む
。
こ
の
故
に
余
は
こ
の
師
と

は
特
定
の
人
を
さ
せ
る
も
の
と
は
考
へ
ざ
る
な
り
。
凡
そ
當
時
に
あ
り
て
何
事
も
師
傳
を
重
ん
じ
た

る
も
の
な
れ
ば
、
こ
ゝ
に
古
來
未
發
の
說
に
し
て
師
傳
に
よ
れ
る
に
あ
ら
ざ
る
事
を
こ
と
わ
れ
る
も
の

と
い
ふ
べ
き
な
り
。

然
ら
ば
、
こ
の
假
名
遣
は
全
く
親
行
の
獨
斷
に
出
で
た
る
も
の
な
り
や
は
た
何
等
か
の
根
據
あ
り
や

と
考
ふ
る
に
、「
を
」「
お
」
の
下
に
は
各
い
ろ
は
歌
の
用
例
を
以
て
之
を
證
し
、
又
「
え
」
の
條
の
末

に
上
に
も
あ
げ
た
る
如
く
、

　
近
代
人
多
ふ
。　ゑ

と
か
く

　
古
人
　所
レ　
詠
歌
あ
し
ま
よ
ふ
え
を
以
　可
レ　
　爲
レ　
證
。

と
い
ひ
、
又
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不
堪
　たヘ
す

通
用
常
時　

と
い
ひ
た
る
を
見
れ
ば
、
古
來
又
は
當
時
通
用
の
事
實
を
基
礎
と
し
て
定
め
む
と
し
た
る
こ
と
を
吿
ぐ

る
も
の
な
り
。
而
し
て
又

　
い
さ
よ
ひ
の
月
　但此
字
歌

秀
句
之
時
皆
通
用　

と
い
へ
る
も
亦
、
こ
の
言
ひ
か
け
の
事
を
證
と
し
て
そ
の
假
名
遣
を
證
せ
む
と
せ
る
も
の
な
り
。
さ
れ

ば
、
か
の
跋
の
語
に
「
只
　發
二　
自
愚
　意
一　
」
と
謙
遜
し
な
が
ら
も
或
は
「
當
世
之
人
　所
レ　
書
文
字
之
狼
藉

過
古
人
之
　所
二　
用
　來
一　
」
と
い
ひ
或
は
、「
　見
二　
舊
草
　子
一　
　可
レ　
　思
レ　
之
」
と
い
へ
る
所
以
を
も
見
る
べ
し
。

卽
ち
、
か
れ
は
、
當
時
行
は
れ
し
前
代
よ
り
の
草
子
類
の
用
例
を
見
て
、
そ
れ
を
歸
納
し
た
り
し
こ
と

は
こ
れ
ら
の
說
明
に
て
明
か
に
知
ら
る
ゝ
な
り
。

然
る
に
、
そ
の
定
め
た
る
假
名
の
實
例
を
見
る
に
、

。　を
く
つ
ゆ

。　お
し
む

。　お
き
の
は

。　お
の
へ
の
松

花
を
。　お

る

。　お
り
ふ
し

か
。　え

て
の
木

草
木
を
。　う
。　へ
。　を

く

こ
と
の
ゆ
。　へ

ゆ
く
。　ゑ

お
。　ひ

ぬ
れ
は

つ
。　ゐ

に
　
池
の
い
。　ゐ

よ
。　ゐ

の
ま
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な
ど
の
如
く
僅
々
七
十
餘
箇
の
例
中
十
五
箇
も
正
し
か
ら
ぬ
例
の
存
す
る
は
何
故
な
る
か
。
全
然
古

來
の
例
證
に
よ
り
、
又
當
時
汎
く
用
ゐ
た
る
旁
例
に
よ
り
た
り
し
も
の
と
せ
ば
何
が
故
に
か
ゝ
る
事
の

生
ぜ
し
か
。
こ
れ
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
古
來
の
慣
例
に
よ
り
て
定
む
と
い
ふ
主
義
に
よ
れ
り
し
こ
と

は
明
言
せ
ら
れ
た
れ
ど
、
事
實
に
於
い
て
は
之
に
よ
り
て
一
貫
せ
り
と
見
え
ざ
る
な
り
。
何
が
故
に
か

ゝ
る
現
象
を
呈
す
る
か
は
深
く
考
慮
す
べ
き
問
題
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
催
ふ
に
、
こ
の
時
に
親
行

が
そ
の
典
據
と
せ
し
も
の
は
、
か
れ
が
「
　見
二　
舊
草
　子
一　
　可
レ　
　思
レ　
之
」
と
い
へ
る
語
に
て
推
す
に
、
古

く
と
も
、
平
安
朝
の
中
期
の
和
歌
集
、
又
物
語
、
日
記
等
に
あ
り
し
も
の
な
る
べ
き
か
。
果
し
て
然
ら

ば
、
當
時
多
く
は
旣
に
こ
れ
ら
の
假
名
遣
の
混
亂
せ
し
時
代
の
も
の
た
り
し
な
り
。
惟
ふ
に
今
に
し

て
、
親
行
の
據
と
せ
し
舊
き
草
子
類
の
如
何
を
見
る
こ
と
難
し
と
い
へ
ど
も
試
み
に
、
平
安
朝
末
期
以

後
の
書
寫
と
傳
ふ
る
傳
本
に
つ
き
て
見
る
に
、
頗
る
亂
雜
な
る
も
の
あ
り
て
、
こ
の
假
名
遣
の
比
に
あ

ら
ざ
る
も
の
あ
り
た
り
と
お
ぼ
し
。
さ
れ
ば
、
そ
の
間
に
多
少
自
己
の
見
識
を
以
て
斷
ぜ
る
も
の
も
あ

り
し
な
ら
む
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
よ
る
所
は
存
し
た
り
し
も
の
な
る
べ
く
、
た
ゞ
そ
の
據
る
所
の
も
の

が
旣
に
混
亂
を
起
し
た
り
し
時
代
そ
の
ま
ゝ
の
も
の
な
り
し
が
故
に
か
ゝ
る
現
象
を
呈
し
た
る
も
の

な
ら
む
と
一
往
は
解
釋
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

さ
て
以
上
は
か
の
行
阿
の
序
文
に
い
へ
る
範
圍
に
合
し
、
し
か
も
最
も
簡
單
な
る
も
の
を
以
て
か
の

親
行
の
起
草
せ
し
所
謂
定
家
假
名
遣
の
原
本
に
近
き
も
の
と
見
な
し
て
の
論
な
る
が
そ
の
原
本
は
果

し
て
そ
の
如
き
も
の
な
り
し
か
、
今
こ
れ
を
正
確
に
知
る
由
な
け
れ
ば
、
姑
く
こ
れ
を
基
と
し
て
、
そ
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の
後
の
變
遷
を
論
ぜ
む
に
、
か
の
弘
安
七
年
の
奧
書
あ
る
下
官
集
に
あ
り
て
は
「
今
入
」
と
注
せ
る
も

の
頗
る
多
く
、

「
を
」
の
部
に
九
語

「
え
」
の
部
に
十
九
語

「
へ
」
の
部
に
四
十
七
語

「
ゑ
」
の
部
に
三
語

「
ひ
」
の
部
に
十
一
語

「
ゐ
」
の
部
に
六
語

「
い
」
の
部
に
七
語

を
算
し
「
お
」
の
部
に
は
「
今
入
」
と
い
ふ
文
字
の
記
入
見
え
ね
ど
五
語
の
增
加
あ
り
、
そ
の
他
に
も

「
今
入
」
の
注
記
多
く
し
て
二
三
の
增
補
あ
る
を
見
る
。
か
く
て
又
別
に
人
丸
秘
抄
を
見
る
に
、
弘
安

本
と
は
別
の
系
統
に
於
い
て
文
永
の
下
官
集
に
比
し
て
、

「
を
」
部
に
三
語

「
お
」
部
に
六
語

「
え
」
部
に
一
語

「
へ
」
部
に
七
語

「
ゑ
」
部
に
一
語
（
但
文
永
本
は
別
に
二
語
多
し
。）
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「
ひ
」
部
に
四
語
（
但
文
永
本
は
別
に
二
語
多
し
。）

「
ゐ
」
部
に
五
語

「
い
」
部
に
四
語

の
增
補
あ
り
。
さ
れ
ば
、
そ
の
成
り
し
よ
り
後
漸
次
に
人
々
の
手
に
よ
り
て
增
補
せ
ら
れ
來
り
し
も
の

な
り
し
な
ら
む
。

か
く
て
定
家
卿
口
傳
と
題
す
る
書
に
至
り
て
は
「
ほ
」
の
假
名
遣
を
加
へ
た
れ
ば
、
そ
の
項
目
に
於

い
て
は
や
く
も
本
來
の
定
家
假
名
遣
の
ま
ゝ
に
あ
ら
ず
な
り
た
り
。
し
か
も
こ
の
書
に
は
そ
の
假
名

を
區
別
し
易
か
ら
し
め
む
が
爲
に
、
か
の
い
ろ
は
歌
に
於
け
る
そ
の
字
の
位
置
に
よ
り
て
「
端
の
い
」

「
中
の
ゐ
」「
奧
の
ひ
」
な
ど
い
ふ
名
目
を
立
て
ゝ
、
記
憶
識
別
に
便
せ
る
は
、
下
官
集
に
「
を
」「
お
」

の
下
に
注
記
せ
る
こ
と
よ
り
進
み
來
れ
る
も
の
と
思
は
る
ゝ
が
、
か
れ
は
そ
の
證
と
し
、
こ
れ
は
た
ゞ

識
別
に
便
せ
む
爲
の
も
の
な
れ
ど
、
な
ほ
か
れ
に
よ
り
て
思
ひ
つ
き
し
も
の
と
考
へ
ら
る
。
さ
て
こ
の

書
に
て
は
そ
の
語
の
數
も
頗
る
多
く
な
り
た
れ
ど
、
又
語
に
よ
り
て
は
出
入
の
少
か
ら
ざ
る
を
見
る
も

の
な
れ
ば
、
別
に
こ
の
系
統
の
本
あ
り
し
も
の
が
增
補
せ
ら
れ
し
も
の
な
ら
む
か
。
而
し
て
こ
の
本
は

そ
の
標
目
の
外
に
、
末
に
「
わ
」
を
用
ゐ
る
語
四
を
あ
げ
て
示
し
た
り
。
こ
れ
は
そ
の
「
ほ
」
に
て
終

れ
る
本
に
更
に
後
人
の
增
補
せ
し
な
ら
む
。
思
ふ
に
、
か
く
の
如
く
に
し
て
、
か
の
定
家
假
名
遣
も
漸

次
に
異
本
を
生
じ
、
こ
こ
に
そ
れ
ら
を
ば
、
更
に
整
理
統
一
す
べ
き
運
に
向
ひ
し
も
の
な
ら
む
。
か
く

て
そ
の
運
に
乘
じ
て
あ
ら
は
れ
し
も
の
、
卽
ち
行
阿
の
假
名
文
字
遣
な
り
し
な
る
べ
し
。
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假
名
文
字
遣
は
定
家
の
假
名
遣
を
基
と
し
て
行
阿
が
增
補
せ
し
こ
と
は
そ
の
序
に
よ
り
て
知
ら
る

ゝ
こ
と
旣
に
述
べ
し
所
な
る
が
、
こ
の
書
に
あ
ぐ
る
所
は
定
家
の
假
名
遣
に
對
し
て
多
く
の
語
を
各
標

目
の
下
に
加
へ
た
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
假
名
遣
の
項
目
も
亦
多
く
な
り
て
、
五
類
十
四
字
と
な
り

　（
を
　
お
　
の
上
に
）「
ほ
」
を
加
へ
、

　（
え
　
ゑ
　
へ
　
は
定
家
の
に
同
じ
。）

　（
い
　
ゐ
　
ひ
　
は
定
家
の
に
同
じ
。）

　「
わ
」「
は
」

　「
む
」「
ふ
」「
う
」

の
二
類
六
字
を
加
へ
た
り
。
こ
の
事
は
そ
の
序
に
、

　
然
而
先
逹
の
猶
書
漏
さ
れ
た
る
事
共
あ
る
間
是
非
の
迷
を
ひ
ら
か
ん
が
た
め
に
、
追
て
勘
る
の
み

に
も
あ
ら
ず
、
更
に
又
、
ほ
、
わ
は
、
む
う
ふ
、
の
字
等
を
あ
た
ら
し
く
し
る
し
そ
へ
畢
。
其
故

は
。　ほ

は
。　を

に
よ
ま
れ
、。　わ
は
。　は

に
か
よ
ふ
。
。　む

は
。　う

に
ま
ぎ
る
。
。　ふ

は
又
。　う

に
お
な
じ
き
に
よ
り

て
是
等
を
書
分
て
段
々
と
す
。
殘
所
の
詞
等
あ
り
と
い
へ
ど
も
是
に
て
准
據
す
べ
き
歟
。

と
い
へ
る
に
て
明
か
な
り
と
す
。

こ
の
書
板
本
數
種
あ
り
。
多
く
は
假
名
文
字
遣
と
題
す
れ
ど
、
又
定
家
假
名
遣
と
題
す
る
も
の
あ

り
。（
元
祿
十
一
年
戊
寅
歲
卯
月
吉
日
書
林
戶
倉
屋
喜
兵
衞
刊
と
署
せ
る
半
紙
本
の
如
き
こ
れ
な
り
。）

而
し
て
こ
の
最
も
古
き
は
慶
長
元
和
の
頃
の
版
な
る
べ
く
思
は
る
ゝ
美
濃
紙
判
の
本
に
し
て
奧
に
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寫
本
云

　
此
一
册
小
僧
紹
巴
　以
二　
數
多
之
　本
一　
考
勘
之
、
而
舛
謬
猶
有
之
。
先
哲
言
　校
レ　
書
　如
二　
塵
挨
風
　葉
一　
隨

掃
隨
有
云
々
。
　可
レ　
　俟
二　
後
君
　子
一　
而
已
。

　
　
天
文
二
十
一
重
陽
前
日
記
之

稱
名
野
釋
御
判

と
あ
り
。
こ
の
奧
書
は
稱
名
院
藤
原
公
條
の
書
き
し
も
の
な
り
。
こ
れ
よ
り
後
元
祿
十
一
年
の
半
紙

本
、
正
保
五
年
の
美
濃
半
截
縱
本
、
又
別
に
美
濃
半
截
橫
本
あ
り
。
奧
書
い
づ
れ
も
舊
の
如
し
。
そ
の

他
貞
享
の
板
本
寛
政
の
板
本
等
あ
り
と
い
ふ
。

こ
の
奧
書
に
よ
れ
ば
、
今
の
板
本
は
連
歌
師
紹
巴
が
數
多
の
本
に
よ
り
て
校
訂
せ
し
由
な
る
が
、
然

り
と
せ
ば
、
紹
巴
の
時
に
旣
に
數
種
の
寫
傳
本
あ
り
て
異
同
少
か
ら
ざ
り
し
さ
ま
な
り
と
す
。
か
く
て

そ
の
古
寫
本
は
如
何
と
い
ふ
に
、
語
學
叢
書
に
は
、
文
明
の
寫
本
及
び
文
安
の
寫
本
の
二
種
あ
り
と
い

へ
り
。
そ
の
文
明
本
と
は
舊
不
忍
文
庫
本
に
し
て
、
そ
れ
に
は

　
文
明
十
年
二
月
八
日
書
寫
了

　
以
禁
裏
御
本
書
之

按
察
使
親
長

と
い
ふ
奧
書
あ
り
て
、
序
文
本
文
と
も
版
本
と
ほ
ゞ
同
じ
け
れ
ど
、
版
本
は
こ
の
文
明
本
よ
り
語
の
數

多
く
、
又
語
の
順
序
も
等
し
か
ら
ぬ
由
に
い
へ
り
。
而
し
て
こ
の
本
に
は
卷
末
に
別
に
定
家
卿
口
傳
及

び
人
丸
秘
抄
を
添
へ
た
り
と
い
ふ
。
こ
の
卷
末
の
二
書
は
版
本
に
は
目
錄
に
は
載
せ
た
れ
ど
、
本
文
に

は
見
え
ぬ
も
の
な
り
。
文
安
本
と
は
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此
双
子
　以
二　
證
　本
一　
　不
レ　
　違
二　
一
　字
一　
書
寫
之
。
　依
三　
左
衞
門
尉
藤
原
氏
保
所
望
　經
二　
年
　月
一　
也
。
眞
實

早
筆
之
體
　多
レ　
憚

　
文
安
五
年
二
月
二
十
三
日

平
常
緣
花
押

と
い
ふ
奧
書
あ
り
て
そ
の
本
文
は
文
明
本
に
ほ
ゞ
同
じ
く
し
て
目
錄
及
び
附
錄
な
し
と
い
へ
り
。
余

が
藏
す
る
本
は
先
づ

　
　ニ本　
　フ云　
此
寫
本
之
漢
字
　有
二　
鳥
烏
　焉
一　
故
　令
二　
予
　正
一レ　
之
、
　雖
レ　
　沘
二　
于
　顙
一　
、
以
　應
レ　
命
。
寔
是
最
効
者

乎
。
伏
　希
二　
后
賢
之
穿
　鑿
一　
云
。

と
い
ふ
奧
書
あ
り
。
次
に

　
此
本
之
類
希
有
也
。
尤
重
寶
　可
レ　
秘
　令
二　
一
　考
一　
。

　
天
文
二
十
一
壬
子
歲
卯
月
二
十
八
日
寫
之

と
あ
り
。
而
し
て
、
天
文
云
々
の
前
に
別
に
淡
墨
に
て
、

　
文
安
四
年
八
月
日

行
年
三
十
九
忠
通
在
判

と
あ
り
。
こ
れ
蓋
し
文
安
四
年
の
本
に
よ
り
て
後
に
記
入
せ
し
も
の
か
。

さ
て
こ
の
假
名
遣
は
紹
巴
の
校
合
せ
し
時
異
本
多
か
り
し
さ
ま
に
考
へ
ら
る
ゝ
が
、
そ
の
校
本
は
文

明
本
よ
り
も
語
數
多
き
を
見
、
又
余
が
寫
本
に
は
別
筆
に
て
補
ひ
し
も
の
あ
る
を
見
る
。
さ
れ
ば
、
そ

の
行
阿
の
原
本
よ
り
今
の
板
本
に
な
る
ま
で
に
幾
何
か
の
增
補
あ
り
し
も
の
と
見
ら
る
べ
き
も
の
な

り
。
こ
れ
ら
の
事
の
一
班
を
い
は
む
に
「
を
か
」
の
次
に
あ
る
。
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を
や
ま
だ
　
小
山
田

「
い
は
く
ら
を
の
」
の
次
に
あ
る

　
　
と
を
さ
と
を
の
　
遠
里
小
野

「
を
す
」
の
次
に
あ
る

　
　
を
し
は
か
り
　
推
量

「
を
し
」（
鴛
鴦
）
の
次
に
あ
る

　
　
を
と
り
　
雄

「
を
し
」（
鼠
弩
）
の
次
に
あ
る

　
　
う
を
　
魚

「
を
こ
の
も
の
」
の
次
に
あ
る

　
こ
を
け
　
小
桶
　
を
ほ
ひ

　
曉
を
き
　
　
　
　
み
山
を
ろ
し

　
か
た
を
な
み
　
　
た
を
す

　
あ
を
り
　
　
　
　
た
か
さ
ご
の
を
の
え

　
ま
と
を
の
衣
　
　
あ
ひ
を
ひ

　
を
し
明
か
た
　
　
を
さ
へ
て

　
を
ろ
そ
か
な
り
　
た
を
れ
も
の
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を
き
の
ゐ
て

「
す
さ
の
を
の
み
こ
と
」
の
次
に
あ
る

　
を
の
ゝ
こ
ま
ち

の
如
き
は
余
が
寫
本
に
は
見
え
ぬ
も
の
な
り
。
次
々
の
部
も
之
に
準
じ
て
知
る
べ
し
。
こ
れ
ら
の
う

ち
或
は
余
が
寫
本
に
寫
し
漏
し
た
る
も
の
も
あ
る
べ
か
ら
む
と
思
は
る
れ
ど
、
他
に
別
筆
に
て
記
入

し
、
又
一
二
版
本
文
明
本
に
な
き
が
加
は
り
た
る
も
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
誤
り
て
脫
せ
る
も
の

と
は
い
ふ
を
得
ず
し
て
、
そ
の
大
部
分
は
後
の
增
補
と
見
る
を
妥
當
と
す
べ
き
も
の
な
り
。
こ
と
に

「
を
こ
の
も
の
」
の
次
に
あ
る
十
五
語
の
一
團
の
如
き
は
後
の
增
補
と
見
る
べ
き
も
の
な
ら
む
。
か
く

て
他
の
部
分
も
大
體
右
の
如
く
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
り
て
略
推
測
せ
ら
る
べ
き
を
以
て
、
今
こ
れ
を
詳

說
せ
ず
。
さ
れ
ば
、
こ
の
行
阿
の
假
名
遣
も
亦
そ
の
成
立
後
、
後
人
の
增
補
少
か
ら
ず
と
考
ふ
べ
き
も

の
な
る
が
、
そ
の
增
補
は
、
た
ゞ
例
語
の
上
に
止
ま
り
て
、
か
の
十
四
字
の
標
目
の
範
圍
外
に
出
で
た

る
も
の
な
き
な
れ
ば
、
根
本
の
主
義
に
變
更
を
來
し
た
る
こ
と
は
な
き
も
の
な
り
と
思
は
る
。

さ
て
こ
の
行
阿
の
假
名
遣
は
何
を
標
準
と
し
て
之
を
定
め
し
も
の
か
。
定
家
の
假
名
遣
は
嚴
密
に

い
は
ば
、
も
と
よ
り
異
論
も
あ
る
べ
き
な
れ
ど
、
そ
れ
自
身
が
歷
史
的
典
據
な
り
と
信
ず
る
も
の
を
準

據
と
せ
し
こ
と
は
旣
に
い
へ
り
。
然
ら
ば
、
行
阿
も
亦
こ
の
主
義
に
よ
り
し
も
の
か
。
行
阿
の
假
名

遣
の
序
に
も
、
其
の
他
に
も
之
を
明
か
に
す
べ
き
點
を
明
言
せ
る
を
見
ず
。
た
ゞ
そ
の
本
文
中
、
所
々

に
、
た
と
へ
ば
、「
を
」
の
部
中
に

35



第二章　定家假名遣

　
花
を
た
。　を

る
　花手
折

唯
折
は
。　お

る　
（
　「お
」
の
部
に

「
花
を
お
る
は
お
折
」
と
あ
り　
）

　
。　を

う
と
夫
。　お

と
こ
の
時
は
。　お

　
。　を

と
ゝ
弟
。　お

と
う
と
の
時
は
。　お

　
。　を

そ
れ
恐
怖
。　お

そ
る
時
は
。　お

　
き
。　を

ひ
む
ま
競
馬
き
。　お

ふ
時
は
。　お

也

　
。　を

や
親
。　お

や
こ
は
。　お

「
お
」
の
部
中
に

　
山
。　お

ろ
し
山
颪
み
山
。　を

ろ
し
は
。　を

　
露
を
。　お

も
み
。　お

重
。　を

も
し
の
時
は
。　を

と
い
へ
る
が
如
き
を
見
る
に
「
を
」
と
「
お
」
と
の
區
別
は
同
源
の
語
な
が
ら

　
折
る

　
弟

　
夫
、
男

　
恐
る

　
競
馬

　
親

　
颪
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重

等
に
於
い
て
、
そ
の
用
ゐ
る
場
合
を
異
に
す
る
に
よ
り
て
二
樣
に
區
別
せ
ら
る
ゝ
こ
と
は
、
そ
の
理
由

と
す
る
所
知
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
こ
の
假
名
の
區
別
は
四
聲
に
よ
り
て
區
別
せ
る
な
ら
む

と
い
ふ
推
定
を
下
し
た
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
村
田
春
海
の
假
字
大
意
抄
に
、

　
今
行
阿
が
し
る
し
お
け
る
大
よ
そ
の
意
を
考
へ
侍
る
に
、
漢
字
に
四
聲
輕
重
な
ど
い
ふ
事
の
あ
る

に
な
ず
ら
へ
て
さ
だ
め
た
る
も
の
と
見
え
て
桶
は
た
ゞ
桶
と
い
ふ
時
は
於
の
假
字
、
小
桶
と
い
ふ
時

は
乎
の
假
字
、
重
を
お
も
し
と
い
ふ
時
は
乎
の
假
字
、
お
も
み
と
い
ふ
時
は
於
の
假
字
な
ど
ゝ
唱
へ

に
よ
り
て
分
た
ん
と
お
も
へ
る
な
り
。

と
い
へ
り
。
今
こ
の
說
を
姑
く
代
表
的
の
も
の
と
見
て
す
ゝ
む
べ
き
が
、
假
に
こ
の
事
を
認
む
と
し
て

も
行
阿
自
身
が
四
聲
に
よ
り
て
區
別
を
立
て
た
り
と
明
言
せ
る
所
一
も
な
く
、
な
ほ
又
、
か
く
同
源
の

語
に
し
て
用
ゐ
所
に
よ
り
て
、
假
名
の
か
は
る
こ
と
を
說
け
る
も
の
は
こ
の
「
を
」「
お
」
の
關
係
の

み
に
止
ま
る
が
如
く
、
そ
の
他
の
部
分
に
於
い
て
か
ゝ
る
こ
と
を
說
け
る
を
見
ず
。
而
し
て
た
と
へ
ば

同
じ
く
「
お
」「
を
」
の
部
に
て
も

あ
。　を

く
あ
。　ふ

く
と
も
仰
扉

さ
。　を

し
か
さ
。　ほ

し
か
と
も
牡

ひ
し
。　を

ひ
し
。　ほ

と
も
醬

。　お
に
鬼
。　を

に
と
も
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の
如
く
い
へ
る
は
、
こ
れ
舊
來
の
慣
例
か
く
あ
り
と
い
ひ
て
あ
げ
た
る
に
て
之
を
否
定
せ
ざ
る
こ
と
は

明
か
な
り
。
さ
て
以
上
に
よ
り
て
考
ふ
る
に
、
そ
れ
ら
は
別
に
四
聲
に
よ
り
て
區
別
の
標
と
し
た
り
と

は
見
え
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、「
を
」「
お
」
の
他
に
て
は
た
と
へ
ば
「
え
」
の
部
の

　
な
。　え

く

　
。　え

ふ

　
。　え

る

「
ゑ
」
の
部
の

　
。　ゑ

ふ
く
衣
服

「
へ
」
の
部
の

　
う
。　へ

を
く
栽
植
（
人
丸
秘
抄
に
出
づ
）

　
は
。　へ

鮠

　
い
。　へ

く
す
り
い
。　え

く
す
り
と
も
愈
藥

　
う
。　へ

た
り
飢

　
か
つ
。　へ

こ
う
じ
た
り
　
飢
極

　
こ
と
の
ゆ
。　へ

事
故

故
（
人
丸
秘
抄
に
出
づ
）

　
た
ゝ
。　へ

て
湛

「
ひ
」
の
部
の
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く
。　ひ

て
悔

　
ね
た
。　ひ

か
な
嫉
妬

「
い
」
の
部
の

　
ひ
た
。　い

く
り
額
栗

　
と
り
か
。　い

鳥
養

　
す
。　い

か
ん
水
干

　
ほ
た
く
。　い

煨

　
く
。　い

く
。　ゐ

と
も
杭

　
い
ひ
か
。　い

　
つ
。　い

て
次

　
う
。　い

か
ぶ
り
初
冠

　
御
す
。　い

し
ん
御
隨
身

　
ゆ
け
。　い

靱
負

　
ゆ
け
。　い

ま
ち
中
御
門

　
ふ
け
。　い

の
う
ら
吹
飯
浦

　
あ
。　い

よ
め
妯
娌

　
あ
。　い

む
こ
婭
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「
ゐ
」
の
部
の

　
え
。　ゐ

鱏

　
く
。　ゐ

な
水
鷄

　
あ
さ
か
れ
。　ゐ

朝
餉

　
も
ち
。　ゐ

餅

　
や
な
く
。　ゐ

箙

　
か
れ
。　ゐ

ひ
餉

　
つ
。　ゐ

に
つ
。　い

に
と
も
遂
終
竟
（
人
丸
秘
抄
に
出
づ
）

　
に
。　ゐ

ま
く
ら
新
枕

　
し
。　ゐ

て
お
る
强
折

　
あ
き
し
。　ゐ

淸
盲

　
い
も
。　ゐ

齋
居

　
し
。　ゐ

ね
瘤

　
よ
。　ゐ

あ
か
つ
き
宵
曉
（
人
丸
秘
抄
に
出
づ
）

　
ふ
け
。　ゐ

か
は
吹
飯
河

　
へ
う
。　ゐ

ん
苗
胤

　
い
も
。　ゐ

の
に
は
齋
場
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か
し
。　ゐ

の
み
や
香
稚
宮

等
の
如
き
も
の
あ
り
。
こ
れ
ら
は
余
が
古
寫
本
に
も
存
し
て
、
し
か
も
、
そ
の
假
名
遣
の
正
し
か
ら
ぬ

も
の
な
り
と
す
。（
余
が
吉
寫
本
に
存
せ
ず
し
て
他
の
本
に
あ
る
も
の
も
多
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
は
更
に

こ
れ
よ
り
後
の
人
の
增
補
と
考
へ
た
れ
ば
、
今
除
き
て
い
は
ず
。）
而
し
て
か
く
の
如
き
は
何
を
標
準

と
せ
し
も
の
か
、
今
に
し
て
容
易
に
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
か
く
の
如
き
異
例
は
主
と
し

て
、
か
の
定
家
の
原
本
に
規
定
せ
し
八
項
目
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
行
阿
の
增
補
せ
し

六
項
目
に
あ
り
て
は
か
ゝ
る
事
は
殆
ど
存
せ
ざ
る
な
り
。
卽
ち
行
阿
の
增
補
せ
る
項
目
中
の
正
し
き

に
違
ひ
た
る
假
名
遣
の
例
（
語
數
の
最
も
少
き
余
が
古
寫
本
に
よ
る
。）
を
見
る
に
「
ほ
」
の
部
に

　
か
。　ほ

る
匂
薫

「
は
」
の
部
に

　
枝
も
た
。　は

は
に
枝
撓

　
こ
と
。　は

り
理

「
ふ
」
の
部
に

　
う
。　ふ

る
栽
植

の
四
例
が
今
日
認
め
ら
れ
た
る
正
し
き
假
名
遣
と
違
へ
る
の
み
に
し
て
、（
こ
の
他
に
な
ほ
少
し
く
違

へ
る
例
板
本
に
あ
れ
ど
、
余
が
古
寫
本
に
な
き
も
の
は
そ
れ
よ
り
後
の
增
補
と
認
め
た
れ
ば
、
あ
げ

ず
）
こ
れ
を
そ
の
全
數
に
比
す
る
に
、
實
に
次
の
如
し
。
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「
ほ
」
の
部
　
七
十
二
語
　
の
中
。　一

語
違
ふ
。

「
わ
」
の
部
　
二
十
語

「
は
」
の
部
　
八
十
八
語
　
の
中
。　二

語
違
ふ
。

「
む
」
の
部
　
三
十
語

「
う
」
の
部
　
百
三
十
八
語

「
ふ
」
の
部
　
百
二
十
四
語
　
の
中
。　一

語
違
ふ
。

卽
總
計
四
百
七
十
二
語
の
う
ち
正
し
き
假
名
遣
に
違
へ
る
も
の
は
僅
に
四
語
の
み
（
以
上
の
數
は
す
べ

て
家
藏
の
古
寫
本
に
て
算
せ
り
。
こ
れ
余
が
知
れ
る
本
中
最
も
古
き
姿
を
存
す
と
見
ゆ
れ
ば
な
り
。）

さ
れ
ば
、
行
阿
の
新
に
加
へ
し
部
類
は
卽
ち
古
來
の
慣
用
例
を
標
準
と
し
て
こ
れ
に
よ
り
た
る
も
の
た

る
こ
と
を
首
肯
し
う
べ
く
し
て
、
こ
の
僅
々
百
十
八
分
の
一
の
錯
誤
を
以
て
行
阿
の
假
名
遣
を
指
し
て

古
語
を
無
視
し
た
る
も
の
と
强
ひ
、
又
契
沖
以
後
に
到
り
て
は
じ
め
て
古
典
に
典
據
を
求
め
た
る
假
名

遣
出
で
た
り
と
す
る
が
如
き
は
無
據
の
空
言
に
し
て
世
を
誤
り
人
を
誣
ふ
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

こ
の
故
に
、
行
阿
の
假
名
遣
を
四
聲
に
よ
り
て
區
別
し
た
る
な
ら
む
と
い
ふ
事
は
全
く
的
を
は
づ
れ

た
る
議
論
と
い
ふ
べ
き
が
、
し
か
も
、
か
の
如
何
な
る
理
由
に
よ
り
て
か
く
せ
し
か
の
明
ら
か
な
ら

ぬ
違
例
の
假
名
遣
は
主
と
し
て
か
の
定
家
の
假
名
遣
の
標
目
中
に
存
す
る
も
の
な
り
。
而
し
て
そ
の

「
を
」「
お
」
の
區
別
が
、
定
家
の
に
準
據
し
た
る
も
の
な
る
如
く
見
ゆ
る
と
同
じ
く
、
そ
の
他
の
部
分

も
亦
そ
の
主
義
に
よ
れ
り
と
思
は
る
ゝ
な
り
。
こ
の
故
に
若
し
行
阿
の
假
名
遣
が
四
聲
に
よ
り
て
區
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別
す
る
主
義
を
立
て
た
り
と
い
は
る
べ
き
な
ら
ば
、
そ
の
論
議
の
標
的
は
定
家
の
假
名
遣
に
う
つ
さ
る

べ
き
も
の
な
り
と
す
。
さ
て
か
ゝ
る
論
議
の
發
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
村
田
春
海
よ
り
も
遙
に
前
、
長
慶

天
皇
が
そ
の
御
撰
の
仙
源
抄
の
跋
に
て
、
論
ぜ
ら
れ
た
る
を
管
見
に
於
い
て
最
も
古
し
と
認
む
。（
こ

の
書
は
明
魏
山
人
藤
原
長
親
の
奧
書
あ
る
本
に
よ
り
て
傳
は
れ
る
が
爲
に
、
往
々
長
親
の
作
の
如
く
に

誤
解
せ
ら
る
れ
ど
、
長
親
が
旣
に
「
此
抄
者
長
慶
院
法
皇
聖
製
也
」
と
明
記
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
仙
源

抄
の
名
、
明
か
に
仙
洞
御
撰
の
源
氏
物
語
の
抄
な
る
由
を
吿
ぐ
る
な
り
。
而
し
て
こ
の
跋
文
も
亦
天
皇

の
御
製
な
る
こ
と
疑
な
し
。）
そ
の
論
に
曰
は
く
、

　
中
頃
定
家
卿
さ
だ
め
た
る
と
か
い
ひ
て
、
彼
家
說
を
う
く
る
と
も
が
ら
し
た
が
ひ
用
る
や
う
あ

り
。（
中
略
）
し
ば
ら
く
、
い
ろ
は
を
常
に
よ
む
や
う
に
て
聲
を
さ
ぐ
ら
ば
、
。　お

も
じ
は
去
聲
な
る

べ
し
。
定
家
が
お
も
じ
つ
か
ふ
べ
き
事
を
か
く
に
「
山
の
。　お

く
」
と
か
け
り
。
誠
に
去
聲
と
お
ぼ
ゆ

る
を
「
。　お

く
山
」
と
う
ち
返
し
て
い
へ
ば
、
去
聲
に
は
よ
ま
れ
ず
、
上
聲
に
轉
ず
る
也
。
又
「
。　お

し

む
」「
。　お

も
ひ
」「
。　お

ほ
か
た
」「
。　お

ぎ
の
は
」「
。　お

ど
ろ
く
」
な
ど
か
け
り
。
こ
れ
ら
は
み
な
去
聲
に

あ
ら
ず
。
此
內
「
。　お

し
む
」
は
「
。　お

し
か
ら
め
」
と
い
ふ
お
り
は
去
聲
に
な
る
。
。　思

も
「
。　お

も
ひ

〳
〵
」
と
云
お
り
は
初
の
。　お

も
じ
は
去
聲
、
後
の
は
去
聲
に
よ
ま
れ
ぬ
也
。
又
。　え

文
字
も
去
聲
な
る

べ
き
に
、「
ふ
。　え

」「
た
。　え

」「
。　え

だ
」
な
ど
か
け
り
。
す
べ
て
い
づ
れ
の
文
字
に
も
平
上
去
の
三
聲

は
よ
ま
る
べ
き
也
。（
中
略
）
定
家
か
き
た
る
物
に
も
緖
の
音
。　を

尾
の
音
。　お

な
ど
さ
だ
め
た
れ
ば
、

音
に
つ
き
て
さ
た
す
べ
き
か
と
聞
え
た
り
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
定
た
る
所
四
聲
に
か
な
は
ず
。
又
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一
字
に
義
な
け
れ
ば
、
そ
の
も
の
其
訓
に
か
な
ふ
べ
し
と
い
ひ
が
た
し
。
音
に
も
あ
ら
ず
、
義
に
も

あ
ら
ず
、
い
づ
れ
の
篇
に
付
て
さ
だ
め
た
る
に
か
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。

と
あ
り
。
今
こ
の
批
難
は
定
家
の
假
名
遣
に
つ
き
て
放
た
れ
し
こ
と
は
明
か
な
る
が
、
そ
の
論
ぜ
ら
れ

た
る
假
名
の
範
圍
も
定
家
の
假
名
遣
の
範
圍
を
出
づ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
こ
の
點
は
疑
な
き
所
な
り

と
す
。
さ
て
そ
の
定
家
の
假
名
遣
は
一
面
古
來
又
當
時
の
用
例
に
よ
れ
る
こ
と
は
明
言
せ
る
も
の
な

る
に
、
一
面
に
は
何
の
故
に
か
く
せ
る
か
の
點
の
明
か
な
ら
ざ
る
も
の
あ
る
こ
と
は
旣
に
述
べ
し
所

な
り
。
而
し
て
、
そ
の
「
を
」「
お
」
の
區
別
の
如
き
は
長
慶
天
皇
の
御
言
の
如
く
、
聲
の
上
去
な
ど

の
別
に
よ
れ
り
と
見
る
ほ
か
に
解
釋
の
下
し
方
な
き
を
見
る
。
も
と
よ
り
そ
の
「
を
」「
お
」
が
上
聲

去
聲
の
區
別
を
示
す
も
の
な
り
と
い
ふ
が
如
き
こ
と
は
今
日
よ
り
見
て
不
條
理
な
る
に
相
違
な
け
れ

ど
、
し
か
見
た
る
も
の
と
考
へ
な
ば
、
稍
々
理
由
あ
る
如
く
思
は
る
る
を
以
て
見
れ
ば
、
こ
の
說
一
槪

に
排
斥
す
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
然
ら
ば
、
こ
の
點
が
、
か
の
「
自
ら
の
愚
意
を
發
し
た
り
」
と
い
ふ

點
な
る
か
。
し
か
も
一
方
に
於
い
て
、
古
今
世
間
通
用
の
事
例
を
據
と
し
た
る
由
を
い
へ
ば
、
全
然

私
見
を
以
て
定
め
た
り
と
も
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
之
に
よ
り
て
按
ず
る
に
、
若
し
、
然
か
四
聲
の
區
別

に
よ
り
て
、「
を
」「
お
」
の
用
ゐ
方
を
わ
け
し
も
の
と
せ
ば
、
さ
る
事
が
、
こ
の
假
名
遣
を
定
め
た
る

以
前
に
旣
に
世
に
多
少
な
り
と
も
行
は
れ
て
あ
り
し
も
の
と
見
る
べ
き
な
り
。
若
し
旣
に
そ
の
意
見

世
に
行
は
れ
て
あ
り
し
も
の
と
せ
ば
、
而
し
て
親
行
が
そ
れ
に
よ
り
て
之
を
襲
用
し
た
る
も
の
と
せ

ば
、
か
れ
の
主
義
と
、
こ
の
聲
の
別
に
よ
り
て
「
を
」「
お
」
を
分
つ
こ
と
ゝ
の
間
に
何
等
の
矛
盾
な
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く
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
制
定
の
眞
意
を
明
か
に
す
る
に
足
ら
む
。
か
く
て
こ
の
假
說
は
こ
れ
以
前
に

「
お
」「
を
」
を
以
て
平
上
去
等
の
聲
の
別
を
あ
ら
は
す
に
用
ゐ
た
り
と
い
ふ
實
證
を
得
ば
、
一
定
の
說

と
な
る
べ
き
も
の
と
思
は
る
ゝ
が
故
に
、
こ
れ
に
つ
き
て
考
ふ
る
に
、
袖
中
抄
に
は
屢
々
上
聲
平
聲
の

區
別
を
言
語
の
あ
る
辨
別
法
に
應
用
せ
む
と
し
た
る
こ
と
は
世
人
の
知
る
所
な
る
べ
き
が
、
そ
の
卷
三

「
さ
ほ
ひ
め
」
の
條
に
、

　
　
今
云
さ
ほ
ひ
め
は
諸
髓
腦
云
春
を
染
る
神
也
云
々
。
但
其
聲
如
阿
、
。　さ
。　を

と
上
聲
　可
レ　
詠
歟
、

。　さ
。　ほ

と
平
聲
　可
レ　
詠
歟
。
今
案
に
さ
ほ
姫
は
（
中
略
）
然
れ
ば
さ
ほ
と
の
さ
ほ
山
さ
ほ
川
み
な
棹

の
聲
也
。
平
聲
に
　可
レ　
詠
也
。（
中
略
）
五
條
三
品
入
道
は
な
に
と
は
　不
レ　
知
只
。　さ
。　ほ

姬
と
上
聲
に

申
付
た
り
と
云
々
。
慥
に
　不
二　
沙
　汰
一　
は
大
樣
　如
レ　
此
云
々

と
い
へ
り
。
こ
れ
は
は
じ
め
に
は

　
。　さ
。　を

　
上
聲
　
　
。　さ
。　ほ

　
平
聲

と
か
き
、
後
に
は

　
。　さ
。　ほ

　
上
聲

と
か
け
る
な
れ
ば
、
假
名
遣
の
上
の
證
に
は
な
ら
ね
ど
、
上
聲
平
聲
の
區
別
に
注
意
せ
る
こ
と
は
明

か
な
り
。
惟
ふ
に
、
か
く
の
如
く
聲
の
平
上
去
の
別
と
い
ふ
こ
と
當
時
學
者
間
に
論
ぜ
ら
れ
て
あ
り
。

而
し
て
そ
の
聲
の
別
を
ば
、
別
な
る
假
名
に
て
あ
ら
は
さ
む
と
せ
る
こ
と
旣
に
學
者
の
腦
裡
に
萌
芽
を

生
じ
た
り
と
考
へ
ら
れ
ざ
る
に
も
あ
ら
ね
ば
、
そ
れ
ら
よ
り
し
て
後
の
學
者
が
こ
の
區
別
を
以
て
假
名
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遣
の
上
の
一
種
の
原
理
と
立
つ
べ
き
に
到
る
こ
と
は
必
ず
し
も
有
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
に
あ
ら
ざ

る
べ
き
を
以
て
、
若
し
こ
の
事
あ
り
し
も
の
と
せ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
て
一
定
の
規
律
を
立
て
む
と
試
み

し
も
の
が
、
か
の
定
家
假
名
遣
と
な
り
し
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
の
假
說
は
あ
な
が
ち
に
不
條
理
と
も
い

ふ
を
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

以
上
說
く
所
の
如
く
な
れ
ば
、
行
阿
の
增
補
は
古
來
の
慣
例
に
準
據
し
た
る
も
の
に
し
て
、
所
謂
そ

の
時
代
の
發
音
に
よ
れ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
も
と
よ
り
な
る
が
、
所
謂
定
家
の
假
名
遣
と
て
も
、
そ

の
精
神
と
主
義
と
は
世
の
慣
例
に
從
ひ
て
之
を
合
理
的
に
せ
む
と
せ
し
こ
と
は
明
か
に
し
て
、
獨
斷
的

の
も
の
に
あ
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
表
音
主
義
な
り
と
も
斷
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
そ
の
正
し

き
假
名
遣
と
異
な
る
狀
態
を
呈
す
る
に
至
り
し
も
の
は
、
一
に
そ
の
標
準
と
せ
し
も
の
が
正
し
か
ら
ざ

り
し
が
故
な
る
べ
く
思
は
る
ゝ
な
り
。
然
る
に
こ
の
二
者
共
に
明
治
時
代
の
國
語
學
史
硏
究
家
に
語

勢
的
假
名
遣
な
ど
ゝ
い
ふ
あ
ら
ぬ
名
目
を
つ
け
ら
れ
て
、
契
沖
に
至
り
て
は
じ
め
て
歷
史
的
假
名
遣
の

起
れ
り
と
や
う
に
說
か
れ
た
る
は
奇
な
る
現
象
に
し
て
、
こ
れ
或
は
從
來
の
國
語
學
史
硏
究
家
が
こ
の

定
家
假
名
遣
行
阿
假
名
遣
を
精
査
せ
ざ
り
し
に
よ
る
も
の
な
ら
む
。

定
家
行
阿
の
假
名
遣
出
で
ゝ
よ
り
歌
を
記
載
す
る
は
も
と
よ
り
、
諸
の
物
語
草
子
ま
た
連
歌
俳
諧
な

ど
に
至
る
ま
で
皆
之
に
準
據
し
た
り
し
も
の
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
道
の
名
家
共
或
は
之
を
寫
し
傳
へ
、

或
は
之
を
校
訂
し
、
或
は
之
を
增
補
し
て
江
戶
時
代
に
及
べ
り
。
今
そ
の
間
に
於
け
る
著
し
き
事
例
を

い
は
む
か
、
先
づ
「
行
能
卿
家
傳
假
名
遣
」
と
い
ふ
寫
傳
本
一
卷
あ
り
。
こ
れ
は
世
尊
寺
行
能
卿
の
子
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孫
の
家
に
傳
へ
た
る
も
の
に
し
て
行
阿
假
名
遣
の
亞
流
た
り
。
又
「
持
明
院
家
傳
書
」
と
稱
す
る
も
の

ゝ
第
五
に
「
後
普
光
園
院
御
抄
」
一
卷
あ
り
。
こ
れ
は
二
條
良
基
の
撰
と
傳
ふ
る
も
の
に
し
て
行
阿
假

名
遣
に
基
づ
き
て
末
に
多
少
の
增
補
あ
り
。
又
一
條
禪
閤
兼
良
の
作
と
傳
ふ
る
「
假
名
遣
近
道
」
と
題

す
る
寫
本
（
東
北
帝
國
大
學
藏
詞
林
三
知
抄
と
合
綴
）
あ
り
。
上
の
良
基
撰
の
書
と
似
た
れ
ど
、
別
の

も
の
な
り
。
又
「
持
明
院
家
傳
書
」
第
四
に
「
假
名
遣
近
道
抄
」
と
い
ふ
寫
本
あ
り
。
こ
れ
は
三
條
西

實
隆
の
著
に
し
て
、
上
の
兼
良
の
撰
に
似
て
異
な
る
も
の
な
り
。
勢
州
軍
記
上
卷
に
は
北
畠
敎
具
が
定

家
假
名
遣
を
補
へ
る
由
見
ゆ
。
な
ほ
こ
の
他
に
も
之
が
增
補
を
な
し
ゝ
人
は
あ
り
し
な
ら
む
と
思
は

る
。
か
く
て
又
紹
巴
は
前
述
の
如
く
、
行
阿
假
名
遣
を
異
本
を
あ
つ
め
て
校
合
せ
し
な
り
。

定
家
假
名
遣
は
そ
の
精
神
に
於
い
て
は
明
治
時
代
の
學
者
の
論
ぜ
し
如
き
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
な

ほ
慣
例
を
重
ん
じ
、
之
に
よ
り
た
る
も
の
た
る
こ
と
は
明
か
な
る
が
、
し
か
も
そ
の
「
を
」「
お
」
の

遣
ひ
分
け
の
如
き
は
な
ほ
一
種
の
獨
斷
と
い
ふ
の
外
な
く
、
之
に
對
し
て
何
等
合
理
的
の
根
據
を
示
し

う
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
し
。
然
れ
ど
も
、
鎌
倉
時
代
の
中
期
以
後
歌
文
界
を
通
じ
て
定

家
の
名
は
絕
大
の
威
權
を
有
し
、
苟
も
之
に
反
抗
せ
む
と
す
る
が
如
き
も
の
は
殆
ど
な
か
り
し
も
の
に

し
て
、
か
の
正
徹
を
し
て
、

　
抑
　於
二　
歌
　道
一　
定
家
を
難
ぜ
ん
輩
は
冥
加
あ
る
べ
か
ら
ず
、
罰
を
蒙
る
べ
き
な
り
。

と
語
ら
し
む
る
に
至
れ
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
の
時
代
を
通
じ
て
定
家
の
名
に
よ
り
て
行
は
れ
た
る
こ
の

假
名
遣
の
絕
對
的
權
威
を
有
し
た
り
し
は
勿
論
の
事
な
り
と
す
。
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然
れ
ど
も
さ
る
間
に
も
な
ほ
こ
の
假
名
遣
に
對
し
て
そ
の
條
理
な
き
を
批
難
し
た
る
も
の
な
き
に

あ
ら
ざ
り
し
な
り
。
そ
の
一
人
は
萬
葉
集
硏
究
家
と
し
て
名
高
き
成
俊
に
し
て
、
一
人
は
上
に
述
べ
た

る
長
慶
天
皇
な
り
と
す
。

成
俊
は
三
井
寺
の
僧
に
し
て
權
少
僧
都
た
り
し
な
り
。
元
弘
建
武
の
頃
世
の
亂
を
避
け
て
信
濃
に

下
り
、
姥
捨
山
の
麓
に
草
庵
を
營
み
て
、
住
み
し
が
、
そ
の
萬
葉
集
硏
究
の
結
果
、
定
家
の
假
名
遣
の

之
に
合
せ
ざ
る
を
さ
と
り
て
、
之
を
批
難
し
、
自
家
の
見
識
を
示
せ
り
。
曰
は
く
、

　
抑
　於
二　
和
字
音
　義
一　
　從
二　
京
極
黃
　門
一　
之
以
降
、
　尋
二　
八
雲
之
　跡
一　
之
輩
高
卑
　伺
二　
其
　趣
一　
者
歟
。
仍
天

下
大
底
　守
二　
彼
　式
一　
而
異
之
族
一
人
而
無
之
。
　依
レ　
之
人
々
　似
レ　
　背
二　
萬
葉
古
今
等
之
字
　義
一　
者
也
。
僕

又
　專
二　
彼
　式
一　
而
用
來
年
久
。
今
時
又
　不
レ　
　背
レ　
之
將
來
又
以
　可
レ　
然
者
也
。
但
特
地
　於
四　
萬
葉
　至
三　
于

　書
二　
加
和
字
於
漢
字
　右
一　
而
聊
　引
二　
散
愚
性
之
僻
　案
一　
偏
　任
二　
當
集
之
音
　義
一　
　所
レ　
　令
レ　
　點
レ　
之
也
。
是
　非
二　

自
　由
一　
、
是
　非
レ　
　無
二　
所
　詮
一　
。
其
故
　依
二　
當
世
之
音
義
　書
一　
　用
二　
其
和
　字
一　
之
則
　違
二　
萬
葉
集
儀
　理
一　
之
事

在
之
。
所
謂
當
集
者
遠
近
之
遠
字
之
假
名
者
登
保
登
　書
レ　
之
、
草
木
枝
條
之
撓
乎
者
登
乎
登
　書
レ　
之
。

當
世
遠
近
之
遠
字
和
音
者
登
乎
登
　書
レ　
之
。
然
者
　用
二　
書
此
和
　音
一　
者
　所
レ　
　可
レ　
　令
二　
集
之
語
相
　違
一　
也
。

又
　書
二　
字
　惠
一　
者
殖
也
　書
二　
宇
　邊
一　
者
上
也
　
此
外
此
類
　雖
レ　
　有
レ　
之
、
　恐
レ　
繁
而
　註
二　
別
　紙
一　
　略
レ　
之
而
已
。

と
あ
り
。
こ
れ
北
朝
文
和
二
年
八
月
二
十
五
日
に
加
へ
し
跋
の
文
な
り
。
卽
ち
か
れ
は
一
面
に
於
い

て
自
己
は
定
家
假
名
遣
を
用
ゐ
て
違
背
せ
ぬ
こ
と
を
明
言
し
お
き
な
が
ら
、
一
面
に
於
い
て
、
そ
の
假

名
遣
が
萬
葉
集
古
今
集
等
の
字
義
に
背
け
る
こ
と
を
指
摘
し
、
萬
葉
集
の
假
名
は
萬
葉
集
の
實
例
に
隨
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ひ
て
定
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
論
じ
、
そ
の
仔
細
は
別
紙
に
之
を
注
せ
る
由
い
ひ
た
る
が
、
そ
の
別
紙

な
る
も
の
は
今
傳
ら
ず
と
見
ゆ
れ
ば
、
そ
の
委
細
を
知
る
に
由
な
し
。

長
慶
天
皇
は
そ
の
御
撰
仙
源
抄
跋
に
於
い
て
定
家
の
假
名
遣
を
批
難
せ
ら
れ
し
こ
と
は
旣
に
い
ひ

た
る
所
な
る
が
、
そ
の
假
名
遣
の
從
ひ
難
き
こ
と
を
い
ひ
て
、

　
抑
文
字
づ
か
ひ
の
事
此
物
語
を
沙
汰
せ
ん
に
つ
き
て
は
心
う
べ
き
こ
と
な
れ
ば
つ
い
で
に
申
侍

べ
し
。（
中
略
）
お
ほ
よ
そ
漢
字
に
は
四
聲
を
わ
か
ち
て
、
同
文
字
も
音
に
し
た
が
ひ
て
心
も
か
は

れ
ば
仔
細
に
を
よ
ば
ず
。
和
字
は
文
字
一
に
心
な
し
。
文
字
あ
つ
ま
り
て
心
を
あ
ら
は
す
物
な
り
。

さ
れ
ば
古
く
よ
り
聲
の
さ
た
な
し
。（
中
略
）
ま
づ
い
ろ
は
四
十
七
字
の
內
同
音
有
は
い
ゐ
、
を

お
、
え
ゑ
也
。
此
外
に
、　は
、　ひ
、　ふ
、　へ
、　ほ

を
、　わ
、　ゐ
、　う
、　え
、　を

と
よ
む
は
詞
の
字
の
詞
に
付
て
つ
か
ふ
文
字

也
。（
中
略
）
す
べ
て
い
づ
れ
の
文
字
に
も
平
上
去
の
三
聲
は
よ
ま
る
べ
き
也
。
た
と
へ
ば
、
、　か

文

字
と
、　み

も
じ
と
を
あ
は
せ
む
に
、、　か
、　み

神
也
、　か
、　み

上
也
、　か
、　み

紙
也
又
一
字
に
て
は
、　は

木
葉
也
、　は

樂
破

也
。
し
か
の
み
な
ら
ず
同
心
に
て
同
字
を
よ
む
に
上
字
に
ひ
か
れ
て
聲
か
は
る
事
あ
り
。
天
竺
悉

曇
の
法
に
連
聲
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
又
內
典
の
經
な
ど
讀
に
も
に
聲
明
の
音
便
に
よ
り
て
聲
を
よ

み
か
ふ
る
こ
と
の
あ
る
も
皆
此
類
成
べ
し
。
か
み
か
み
神
々
と
い
ふ
に
は
じ
め
の
か
も
じ
は
去
聲
に

よ
ま
る
。
又
一
字
に
と
り
て
も
序
破
急
と
い
ふ
お
り
は
は
の
字
平
聲
に
よ
ま
れ
、
破
を
ひ
く
、
は
を

ふ
く
な
ど
い
ふ
お
り
は
去
聲
に
な
る
た
ぐ
ひ
の
ご
と
し
。
こ
れ
に
て
し
り
ぬ
。
和
字
に
も
じ
づ
か

ひ
の
か
ね
て
さ
だ
め
を
き
が
た
き
事
を
。
定
家
か
き
た
る
物
に
も
緖
の
音
を
、
尾
の
音
お
な
ど
さ
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だ
め
た
れ
ば
、
音
に
つ
き
て
さ
た
す
べ
き
か
と
聞
え
た
り
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
定
た
る
所
四
聲
に

か
な
は
ず
、
又
一
字
に
義
な
け
れ
ば
そ
の
も
じ
そ
の
訓
に
か
な
ふ
べ
し
と
い
ひ
が
た
し
。
音
に
も

あ
ら
ず
、
義
に
も
あ
ら
ず
、
い
づ
れ
の
篇
に
付
て
さ
だ
め
た
る
か
お
ぼ
つ
か
な
し
。
然
れ
ど
も
に
は

か
に
此
つ
か
へ
を
あ
ら
た
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
又
ひ
と
へ
に
是
を
信
ぜ
ば
、
義
に
叶
べ
か
ら
ざ
る

に
よ
り
て
此
一
帖
に
は
文
字
つ
か
ひ
を
さ
た
せ
ず
。
か
つ
は
先
逹
の
所
爲
を
さ
み
す
る
に
似
た
り

と
い
へ
ど
も
、
音
に
通
ぜ
む
も
の
は
を
の
づ
か
ら
こ
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
れ
と
な
り
。

卽
ち
こ
の
跋
に
於
い
て
は
音
に
よ
り
て
假
名
を
分
ち
遣
ふ
こ
と
の
非
を
十
分
に
指
摘
せ
ら
れ
し
も
の

に
し
て
、
定
家
の
假
名
遣
が
、
音
に
よ
れ
る
に
あ
ら
ず
、
義
に
よ
れ
る
に
あ
ら
ず
、
何
等
の
根
據
な
く

一
定
の
條
理
な
き
を
難
じ
、
殆
ど
完
膚
な
き
ま
で
に
攻
擊
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
、
音
に
よ
り
て
假
名
を

遣
ひ
わ
く
る
事
の
不
可
能
な
る
は
い
ふ
を
ま
た
ざ
れ
ど
、
こ
は
定
家
假
名
遣
の
根
本
主
義
に
あ
ら
ざ
る

こ
と
は
旣
に
述
べ
た
る
所
な
り
。
さ
れ
ど
、
も
と
よ
り
こ
の
批
難
は
定
家
假
名
遣
の
避
く
る
を
得
ざ
る

弱
點
な
る
は
い
ふ
ま
で
も
な
し
。
而
し
て
こ
の
御
著
に
於
い
て
「
文
字
づ
か
ひ
を
沙
汰
せ
ず
」
と
い
は

れ
て
別
に
之
に
か
は
る
べ
き
方
法
を
示
さ
れ
ざ
り
し
な
り
。

以
上
の
如
き
條
理
あ
る
反
對
と
攻
擊
と
の
あ
り
し
に
關
せ
ず
、
そ
れ
ら
の
反
對
攻
擊
に
共
鳴
を
起
す

こ
と
な
く
し
て
大
勢
は
滔
々
と
し
て
進
み
、
ま
す
〳
〵
之
を
祖
述
す
る
も
の
を
多
く
生
じ
て
、
殆
ど
動

か
す
べ
か
ら
ざ
る
狀
を
呈
し
て
江
戶
時
代
に
入
り
し
が
、
契
沖
の
出
づ
る
に
及
び
て
漸
く
に
勢
力
を
失

ふ
に
至
れ
り
。
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第
三
章
　
復
古
假
名
遣

契
沖
は
近
世
國
語
學
の
大
先
逹
に
し
て
、
萬
葉
硏
究
の
大
家
た
る
こ
と
は
人
の
熟
知
す
る
所
な
る

が
、
實
に
、
嚴
密
な
る
意
味
に
て
の
わ
が
國
語
の
學
術
的
硏
究
は
契
沖
が
古
語
を
學
術
的
に
討
究
せ
し

よ
り
は
じ
ま
る
も
の
と
い
ふ
べ
く
、
而
し
て
そ
の
國
語
硏
究
史
上
重
き
を
な
す
も
の
は
實
に
こ
の
假
名

遣
の
硏
究
に
し
て
、
そ
れ
に
關
す
る
書
は
和
字
正
濫
鈔
、
倭
字
正
濫
通
妨
抄
、
和
字
正
濫
要
略
の
三

な
り
。

和
字
正
濫
鈔
は
從
來
の
假
名
の
遣
ひ
方
の
濫
り
な
る
を
正
す
を
目
的
と
し
て
著
し
た
る
も
の
に
し

て
、
元
祿
六
年
二
月
廿
一
日
の
序
あ
り
。
版
本
は
五
册
に
分
れ
、
元
祿
八
年
九
月
に
京
都
の
書
林
中
河

喜
兵
衞
、
江
戶
の
書
林
中
河
五
郞
兵
衞
の
出
版
せ
し
を
は
じ
め
と
す
。
こ
の
本
は
美
濃
版
な
り
。
次
い

で
そ
の
舊
版
を
求
め
て
元
文
四
年
五
月
に
大
坂
の
柏
原
屋
澁
川
淸
右
衞
門
の
出
版
せ
る
あ
り
。
更
に
轉

じ
て
文
政
十
一
年
冬
、
大
坂
の
加
賀
屋
善
藏
の
出
版
せ
る
あ
り
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
半
紙
本
な
り
。

こ
の
書
の
卷
一
は
序
說
と
し
て
本
書
の
組
織
よ
り
し
て
音
韻
文
字
の
一
般
論
を
な
し
、
卷
二
よ
り
卷

五
の
初
ま
で
は
假
名
遣
を
一
々
に
說
け
る
も
の
に
し
て
主
と
し
て
日
本
紀
、
古
事
記
、
和
名
抄
、
萬
葉

集
等
及
び
文
選
遊
仙
窟
等
の
古
訓
等
證
あ
る
も
の
に
よ
り
て
之
を
論
定
し
、
又
合
成
語
の
類
は
そ
の
起

源
に
遡
り
て
之
を
論
定
し
、
ま
ゝ
古
き
も
の
に
證
を
見
ざ
る
も
の
は
慣
用
に
從
へ
る
由
に
い
へ
り
。
そ

の
說
明
の
順
序
次
の
如
し
。
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い
　
中
下
の
い

　
ゐ
　
中
下
の
ゐ
　
ひ
（
以
上
卷
二
）

　
を
　
中
下
の
を

　
お
　
中
下
の
お

　
中
下
の
ほ
　
（
以
上
卷
三
）

　
え
　
中
下
の
え

　
ゑ
　
中
下
の
ゑ

　
中
下
の
へ

　
中
下
の
わ

　
中
下
の
は

　
中
下
の
う
　
（
以
上
卷
四
）

　
中
下
の
ふ

以
上
は
す
べ
て
行
阿
假
名
遣
に
い
へ
る
も
の
を
目
安
と
し
て
各
語
に
つ
き
て
正
し
き
假
名
を
示
し
、
さ

て
次
に

　「
以
上
　依
二　
舊
假
名
　遣
一　
斟
　ス酌　
以
下
今
加
之
」
と
い
ひ
て
次
の
如
く

　
む
と
う
と
ま
ぎ
る
ゝ
詞

　
う
と
む
と
か
よ
ふ
類
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う
と
ぬ
と
か
よ
ふ
類

　
む
と
ぬ
と
か
よ
ふ
類

　
む
と
も
と
か
よ
ふ
類

　
む
と
ぶ
と
か
よ
ふ
類

　
ぶ
と
も
と
か
よ
ふ
類

　
べ
と
め
と
か
よ
ふ
類

　
め
と
聞
ゆ
る
べ
も
じ

　
む
に
ま
が
ふ
ぶ

　
み
に
ま
が
ふ
び

　
を
と
聞
ゆ
る
ふ

　
み
を
う
と
い
ふ
類
少
々

　
み
を
む
と
い
ふ
類
少
々

　
假
名
に
た
が
ひ
て
い
ふ
類

　
中
下
に
濁
る
ち

　
中
下
に
濁
る
し

　
中
下
に
濁
る
つ

　
中
下
に
濁
る
す
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何
ろ
ふ
と
い
ふ
言
の
類
　
（
以
上
卷
五
）

と
い
ふ
項
を
立
て
ゝ
、
そ
の
紛
れ
易
き
も
の
を
示
し
、
所
々
、
發
音
の
方
法
等
を
も
示
し
、
末
に
國
語

の
音
韵
に
つ
き
て
の
特
色
、
そ
の
他
文
字
音
韵
に
關
す
る
種
々
の
說
を
載
せ
た
り
。

契
沖
は
か
く
假
名
遣
に
一
定
の
條
理
あ
る
こ
と
を
發
見
し
、
之
を
そ
の
著
に
於
い
て
論
證
せ
る
も
の

な
る
が
、
こ
の
發
表
は
當
時
の
歌
人
和
學
者
の
間
に
異
常
な
る
反
響
を
起
さ
し
む
べ
き
筈
の
も
の
な

り
。
從
來
定
家
の
名
を
以
て
壓
倒
的
威
力
を
以
て
文
壇
を
支
配
し
來
り
し
定
家
假
名
遣
は
こ
の
書
に

よ
り
て
其
誤
謬
又
は
根
據
な
き
點
を
指
摘
せ
ら
れ
た
り
。
而
し
て
そ
の
主
張
す
る
所
は
確
た
る
根
據

を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
定
家
假
名
遣
に
と
り
て
は
根
柢
を
覆
さ
れ
む
と
す
る
虞
あ
る
脅
威
な
り
し
な

り
。
然
れ
ど
も
、
當
時
さ
ば
か
り
勢
力
あ
り
し
そ
の
假
名
遣
が
直
ち
に
亡
滅
す
べ
き
に
も
あ
ら
ず
し
て

之
が
反
動
を
起
す
べ
き
は
自
然
の
勢
な
り
と
す
。

抑
も
定
家
流
の
假
名
遣
は
室
町
時
代
を
經
、
江
戶
時
代
に
入
り
て
も
盛
ん
に
行
は
れ
し
が
、
こ
の

時
代
に
は
先
づ
林
永
喜
（
道
春
の
兄
）
の
東
福
門
院
に
献
れ
り
と
い
ふ
假
名
遣
書
一
卷
（
寫
本
）
あ
り

て
、
こ
れ
に
は
寛
永
四
年
の
奧
書
あ
り
と
い
ふ
。
未
だ
こ
の
書
を
見
ね
ど
、
行
阿
の
假
名
文
字
遣
を
見

や
す
く
記
し
た
る
に
止
ま
る
も
の
ゝ
如
し
。
次
に
は
伊
勢
の
神
官
荒
木
田

モ
リ
ス
ミ

盛
澂
の
著
せ
る
新
增
假
名

遣
寫
本
二
卷
あ
り
。
こ
の
書
は
假
名
文
字
遣
に
基
づ
き
て
之
を
布
衍
增
補
し
、
詞
を
ば
そ
の
頭
字
に
よ

り
て
伊
呂
波
分
に
し
類
聚
し
た
る
も
の
な
る
が
、
更
に
之
を
增
訂
し
て
類
字
假
名
遣
と
題
し
て
出
版

せ
り
。
こ
の
書
は
七
卷
に
分
ち
寛
文
六
年
九
月
に
出
版
せ
ら
れ
た
り
。
而
し
て
こ
の
書
に
は
林
鵝
峯
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（
向
陽
子
）
の
も
の
せ
る
新
增
假
名
遣
の
跋
あ
り
て
「
庚
子
仲
秋
」
と
署
せ
る
を
見
れ
ば
、
本
書
の
成

れ
る
は
萬
治
三
年
に
あ
り
し
も
の
た
る
を
知
る
べ
し
。
こ
の
書
に
も
日
本
紀
萬
葉
集
等
を
徵
と
せ
る

も
の
あ
れ
ど
、
そ
の
根
本
の
主
議
は
定
家
假
名
遣
に
從
ひ
「
を
」「
お
」
の
別
な
ど
全
く
そ
れ
に
盲
從

せ
る
も
の
な
り
。
又
延
寶
四
年
正
月
に
出
版
せ
ら
れ
し
一
步
と
い
ふ
二
卷
の
書
（
著
者
未
詳
）
あ
り

て
、
そ
の
下
卷
に
假
名
遣
を
說
け
る
あ
り
、
又
元
祿
四
年
八
月
に
出
版
せ
ら
れ
し
初
心
假
名
遣
と
い
ふ

書
一
卷
（
こ
れ
も
著
者
未
詳
）
あ
り
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
定
家
假
名
遣
の
誤
を
訂
せ
り
と
稱
す
る
も
の

も
あ
れ
ど
、
要
す
る
に
、
こ
の
主
義
の
範
裡
を
出
づ
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

契
沖
の
同
時
に
橘
成
員
と
い
ふ
人
あ
り
。
江
戶
芝
の
人
に
し
て
山
崎
吉
里
と
い
ふ
人
な
り
と
い
ふ
。

定
家
假
名
遣
に
基
づ
き
て
增
訂
を
加
へ
、
假
名
字
例
と
い
ふ
四
卷
の
書
を
著
し
延
寶
六
年
に
江
戶
に
て

出
版
せ
し
が
、
和
字
正
濫
鈔
の
出
づ
る
や
、
更
に
そ
れ
を
增
訂
し
て
倭
字
古
今
通
例
全
書
八
卷
を
あ
ら

は
し
て
契
沖
の
說
に
反
抗
せ
り
。
こ
の
書
は
元
祿
八
年
七
月
の
自
序
あ
り
て
同
九
年
八
月
に
出
版
せ

ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ば
、
正
濫
鈔
に
後
る
ゝ
こ
と
約
一
年
な
り
と
す
。
こ
の
書
は
紛
ら
は
し
き
假
名

の
あ
る
詞
を
頭
字
に
て
い
ろ
は
分
に
し
、
そ
の
い
ろ
は
の
字
每
に
節
用
集
の
如
く
、
乾
坤
、
氣
形
、
生

植
、
服
器
、
雜
事
の
五
部
類
に
分
ち
各
の
詞
每
に
漢
字
を
添
へ
、
解
釋
を
加
へ
た
る
も
の
な
り
。
そ
の

總
論
に
於
い
て
、
次
の
如
く
い
へ
る
あ
り
。

　
近
年
か
な
遣
の
書
あ
ま
た
出
た
り
。
或
雜
淆
し
、
或
古
書
を
證
據
に
た
て
愚
昧
の
た
し
か
に
お

も
ふ
や
う
に
し
な
せ
り
。
徵
と
す
る
に
た
れ
と
お
も
ふ
ら
め
。
一
向
か
な
を
不
知
ゆ
へ
な
り
。
假
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名
の
ゆ
へ
ん
を
つ
ま
び
ら
か
に
せ
ば
、
古
今
の
是
非
得
失
た
な
ご
ゝ
ろ
を
見
る
が
ご
と
く
な
ら
ん
。

と
。
こ
れ
に
て
は
た
ゞ
當
時
多
く
出
で
た
る
假
名
遣
の
書
を
汎
く
難
じ
た
る
如
く
に
見
え
て
、
必
ず
し

も
契
沖
に
當
れ
り
と
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
が
如
し
。
然
れ
ど
も
、

　
畢
竟
か
な
づ
か
ひ
の
法
往
昔
い
ま
だ
不
足
。
日
本
紀
よ
り
三
代
實
錄
ま
で
の
國
史
、
万
葉
集
、
新

撰
万
葉
、
古
語
拾
遺
、
舊
事
記
、
古
事
記
、
延
喜
式
、
和
名
抄
、
古
今
和
歌
集
、
其
外
家
々
の
集
の

か
な
、
よ
み
こ
ゑ
と
り
ま
じ
へ
、
又
は
を
お
え
ゑ
亂
て
あ
り
。
今
か
や
う
の
書
を
假
名
の
證
據
と
さ

だ
め
が
た
し
。
し
か
れ
ど
も
其
中
に
用
不
用
あ
り
、
と
る
べ
き
も
の
を
と
り
、
取
が
た
き
も
の
は
と

ら
ざ
る
也
。
右
の
書
を
證
據
と
す
る
時
は
假
名
遣
の
法
は
な
き
也
。
い
か
や
う
に
か
い
て
も
く
る

し
か
ら
ぬ
に
な
る
べ
し
。

と
い
へ
る
は
ま
さ
し
く
契
沖
の
根
本
主
義
に
對
し
て
反
抗
せ
る
も
の
に
し
て
當
時
契
沖
以
外
に
こ
の

主
義
を
奉
じ
た
る
も
の
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
か
く
て
彼
は
自
己
の
主
張
す
る
假
名
遣
の
根
本
主

義
を
揚
言
し
て
曰
は
く

　
假
名
の
法
は
平
上
去
入
の
四
聲
に
し
た
が
ひ
て
さ
だ
ま
り
ぬ
。
…
…
な
ん
ぞ
舊
記
に
な
づ
ま
ん

や
。
只
理
の
正
道
に
し
た
が
ひ
て
可
也
。

と
い
へ
り
。
こ
の
成
員
は
定
家
假
名
遣
の
擁
護
者
な
り
し
が
爲
に
、
こ
の
言
論
は
近
頃
ま
で
親
行
、
行

阿
の
假
名
遣
の
主
義
が
四
聲
に
よ
れ
る
も
の
な
り
と
誤
認
せ
し
む
る
に
至
り
し
根
源
に
し
て
、
所
謂
贔

屓
の
引
倒
と
も
い
ふ
べ
く
、
定
家
假
名
遣
を
し
て
寃
罪
を
蒙
ら
し
む
る
基
を
な
せ
る
も
の
と
し
て
親
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行
、
行
阿
の
身
に
と
り
て
は
迷
惑
千
萬
の
事
と
い
ふ
べ
し
。
か
の
假
名
遣
は
旣
に
い
へ
る
如
く
、
な
ほ

從
來
の
慣
例
を
基
と
し
た
る
も
の
に
し
て
、
た
ゞ
契
沖
及
び
そ
の
祖
述
者
の
は
紀
記
万
葉
等
最
古
の
文

献
に
溯
り
、
親
行
行
阿
の
は
そ
の
時
代
よ
り
少
し
く
前
な
る
例
に
よ
れ
る
の
差
あ
る
に
止
ま
れ
る
な

り
。
然
る
に
成
員
は
こ
ゝ
に
「
四
聲
に
し
た
が
ひ
て
定
ま
り
ぬ
」
と
い
ひ
、「
理
の
正
道
に
し
た
が
ひ

て
可
也
」
と
い
へ
り
。
然
ら
ば
、
か
れ
は
四
聲
に
よ
り
て
如
何
に
區
別
す
る
が
正
し
き
道
理
に
よ
れ
る

も
の
な
る
か
を
示
し
た
り
や
。
そ
の
著
一
部
八
卷
を
精
査
す
る
に
、
一
も
こ
の
正
理
正
道
の
こ
ゝ
に
在

る
こ
と
を
示
し
た
る
を
見
ざ
る
な
り
。
而
し
て
彼
は
秘
傳
を
重
ん
じ
た
る
こ
と
は
そ
の
序
說
中
「
端

い
」
の
末
に
「
　委
二　
口
　傳
一　
」
と
い
ひ
、「
中
ゐ
」「
奧
ひ
」
の
末
に
各
「
口
傳
」
と
い
ひ
「
端
へ
」
の
末

に
「
何
も
口
　ニ傳　
」
と
い
ひ
、「
中
91
」
の
文
中
に
「
但
口
傳
有
」
と
い
ひ
、「
奧
ゑ
」
の
文
中
に
「
ゑ
え

の
差
別
傳
受
の
上
詳
也
」
な
ど
い
ひ
、
な
ほ
他
の
條
に
も
盛
ん
に
「
口
傳
」
又
「
傳
」
と
い
ふ
こ
と
を

い
へ
り
。
そ
の
口
傳
と
い
ふ
も
の
ゝ
如
何
な
る
事
の
あ
り
し
か
、
外
間
よ
り
知
る
を
得
ざ
る
も
の
と
い

は
ゞ
い
へ
、
成
員
の
い
ふ
所
の
四
聲
に
よ
り
て
「
い
、
ひ
、
ゐ
」「
お
、
ほ
、
を
」
を
分
ち
用
ゐ
る
が
如

き
道
理
の
存
す
べ
き
い
は
れ
な
き
こ
と
は
仙
源
抄
の
跋
に
旣
に
喝
破
せ
ら
れ
た
る
所
に
し
て
今
更
識

者
を
ま
た
ず
し
て
も
知
ら
る
ゝ
こ
と
な
り
。

成
員
の
こ
の
書
は
名
を
こ
そ
さ
ゝ
ざ
れ
、
契
沖
を
さ
し
て
、「
一
向
か
な
を
不
知
ゆ
へ
な
り
」
と
ま

で
漫
罵
せ
る
も
の
な
る
は
い
ふ
を
ま
た
ず
。
こ
ゝ
に
於
い
て
契
沖
は
倭
字
正
濫
通
妨
抄
を
あ
ら
は
し
て

そ
の
說
を
反
駁
せ
り
。
こ
の
書
は
五
卷
あ
り
て
、
元
祿
十
年
八
月
に
成
稿
せ
る
由
末
に
記
せ
り
。
本
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書
は
京
都
北
野
神
社
に
自
筆
の
草
稿
一
部
存
す
る
の
み
な
り
し
が
、
近
時
契
沖
全
集
に
よ
り
て
は
じ
め

て
世
に
弘
ま
れ
り
。
こ
の
書
は
徹
頭
徹
尾
通
例
全
書
を
的
と
し
て
、
そ
の
誤
謬
僻
說
を
駁
擊
せ
し
も
の

に
し
て
、
そ
の
卷
一
を
總
論
と
し
、
卷
二
以
下
は
通
例
全
書
の
誤
謬
あ
る
語
を
ば
順
次
に
摘
出
し
て
批

評
せ
り
。
而
し
て
そ
の
批
評
の
態
度
を
見
る
に
、
序
跋
の
言
句
に
至
る
ま
で
も
、
一
言
一
句
を
も
捕
へ

て
反
駁
批
評
し
、
殆
ど
餘
す
所
な
し
と
い
ふ
べ
く
、
言
辞
激
烈
に
し
て
、
そ
の
人
を
罵
り
て
背
面
先
生

と
い
ひ
、
そ
の
著
を
嘲
り
て
千
歲
笑
又
は
貳
過
集
と
い
ひ
、
或
は
所
々
狂
歌
を
つ
く
り
て
罵
倒
し
た
る

な
ど
、
殆
ど
契
沖
の
性
格
を
疑
は
し
む
る
に
至
る
べ
き
も
の
あ
り
。
當
時
契
沖
五
十
八
歲
な
る
に
少
壯

血
氣
の
徒
の
言
動
に
も
似
た
り
と
評
す
べ
き
點
あ
り
。
今
そ
の
何
故
に
、
か
く
激
怒
せ
し
か
の
所
以
を

知
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
そ
の
學
術
上
の
論
證
を
下
せ
る
所
は
確
乎
と
し
て
決
し
て
感
情
に
走
り
て
是
非

を
い
ひ
く
ろ
め
む
と
す
る
が
如
き
弊
な
き
な
り
。
し
か
も
、
か
く
大
人
氣
な
き
言
を
弄
す
る
間
に
も
學

術
的
に
は
進
境
あ
る
を
示
し
、
正
濫
鈔
に
い
は
ざ
り
し
事
項
を
補
ひ
、
足
ら
ざ
り
し
證
を
加
へ
、
考
說

の
上
に
も
訂
正
を
施
し
た
る
所
あ
り
。
さ
て
そ
の
通
妨
抄
は
さ
す
が
に
之
を
世
に
公
に
す
る
を
憚
り

し
も
の
と
見
え
、
後
こ
の
通
妨
抄
を
更
に
改
め
補
ひ
て
、
和
字
正
濫
要
略
一
卷
を
著
せ
り
。
こ
の
書
は

元
祿
十
一
年
五
月
に
成
れ
る
も
の
に
し
て
久
し
く
寫
本
と
し
て
の
み
傳
へ
ら
れ
し
が
、
明
治
三
十
四
年

語
學
叢
書
の
中
に
收
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
版
本
と
な
れ
る
も
の
な
り
。
こ
の
書
は
そ
の
本
文
の
は
じ

め
に
「
和
字
正
濫
通
妨
抄
補
改
」
と
記
せ
る
如
く
、
通
妨
抄
を
改
め
て
綴
れ
る
こ
と
明
か
な
る
が
、
恐

ら
く
は
通
妨
抄
の
過
激
な
り
し
を
改
め
て
か
く
せ
し
も
の
な
る
べ
き
か
。
そ
の
體
裁
は
先
づ
序
說
あ
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り
て
次
に
正
濫
鈔
の
順
序
に
基
づ
き
て
、
自
著
正
濫
鈔
の
誤
を
正
し
、
同
時
に
通
例
全
書
の
非
を
指
摘

せ
り
。
而
し
て
通
妨
抄
に
於
い
て
自
ら
發
見
せ
し
新
說
は
大
抵
こ
の
書
に
收
め
た
り
。

以
上
三
書
に
よ
り
て
契
沖
の
假
名
遣
に
對
す
る
主
義
と
そ
の
硏
究
方
法
と
同
時
に
そ
の
硏
究
の
結

果
も
見
る
を
得
べ
き
も
の
な
る
が
、
契
沖
は
如
何
に
し
て
か
ゝ
る
主
張
を
な
す
に
至
り
し
か
。
契
沖
も

は
じ
め
は
定
家
假
名
遣
に
從
ひ
し
こ
と
は
そ
の
自
選
歌
集
延
寶
集
の
和
歌
等
に
そ
の
假
名
遣
を
遵
奉

し
た
り
し
に
て
も
知
ら
る
べ
し
。
然
る
に
そ
の
萬
葉
集
の
硏
究
よ
り
し
て
汎
く
古
典
を
見
る
に
つ
れ

て
、
終
に
彼
を
し
て
、
定
家
假
名
遣
の
根
據
薄
弱
な
る
こ
と
を
さ
と
ら
し
め
、
歸
納
的
に
古
代
の
假
名

遣
に
一
定
の
規
律
あ
る
を
認
め
し
む
る
に
至
れ
る
も
の
と
見
ゆ
る
な
り
。
契
沖
の
前
驅
と
も
い
ふ
べ

き
成
俊
は
定
家
假
名
遣
の
根
據
な
き
を
指
摘
し
た
る
が
、
契
沖
に
至
り
て
そ
れ
を
事
實
上
よ
り
證
明
せ

り
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
今
契
沖
の
假
名
遣
硏
究
の
發
展
の
跡
を
見
る
に
、
代
匠
記
の
初
稿
に
於
い

て
、
旣
に
假
名
遣
を
論
ず
る
所
あ
り
。
さ
れ
ど
、
そ
の
論
極
め
て
粗
な
り
。
そ
の
淸
撰
本
に
至
り
て
は

總
說
中
に
「
集
中
假
名
の
事
」
と
い
ふ
一
目
を
立
て
ゝ
之
を
詳
論
せ
り
。
こ
の
時
旣
に
正
濫
鈔
の
基
礎

は
な
れ
り
と
い
ふ
べ
く
、
正
濫
鈔
の
總
說
に
い
へ
る
事
の
大
體
は
こ
の
中
に
見
え
た
る
な
り
。
さ
て
正

濫
鈔
及
び
正
濫
要
略
に
あ
げ
た
る
假
名
遣
の
總
數
千
九
百
八
十
六
語
に
上
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
大
部
は

證
た
る
文
献
を
示
し
た
れ
ど
、
文
献
の
明
記
な
き
も
の
六
百
五
十
六
語
あ
り
。
そ
の
文
献
の
明
記
な
き

も
の
を
如
何
に
し
て
定
め
し
か
と
見
る
に
、
所
謂
語
の
は
た
ら
き
に
よ
り
て
推
定
し
た
る
あ
り
、
又
音

通
、
音
便
に
よ
り
て
推
定
し
た
る
あ
り
、
又
音
の
縮
約
、
省
略
に
よ
る
と
推
定
し
た
る
も
の
あ
り
。
又
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語
源
を
考
へ
て
推
定
し
た
る
も
の
あ
り
。
又
た
ゞ
從
來
の
例
に
よ
る
と
い
へ
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
ら

は
多
く
定
家
假
名
遣
に
よ
れ
り
。
そ
の
う
ち
語
の
は
た
ら
き
、
音
通
、
音
便
、
音
の
縮
約
、
省
略
に
よ

り
て
推
定
し
た
る
も
の
は
大
體
に
於
い
て
學
術
的
の
推
定
に
よ
る
と
い
ふ
を
う
べ
き
も
の
な
る
が
、
そ

の
語
源
を
考
ふ
る
こ
と
に
於
い
て
は
多
少
學
術
的
の
も
の
も
あ
れ
ど
、
ま
た
常
識
的
の
も
の
も
少
か
ら

ず
。
こ
の
常
識
的
語
源
說
に
よ
る
も
の
と
た
ゞ
從
來
の
例
に
よ
る
と
せ
る
も
の
と
は
學
術
的
に
價
値

あ
り
と
認
め
ら
れ
ざ
る
も
の
に
し
て
後
世
に
至
る
ま
で
、
そ
の
說
の
弱
點
と
目
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る

が
、
そ
の
他
の
點
に
於
い
て
も
、
も
と
よ
り
缺
點
な
き
に
あ
ら
ず
。
そ
の
二
三
を
い
は
ゞ
、
そ
の
說
く

所
の
聲
音
の
理
論
は
主
と
し
て
彼
が
悉
曇
を
學
び
し
よ
り
來
る
所
に
し
て
尋
常
歌
學
者
の
及
ば
ざ
る

所
な
り
と
い
へ
ど
も
、
し
か
も
又
そ
の
眞
言
宗
の
僧
た
り
し
が
爲
に
、
そ
の
言
說
中
往
々
密
敎
に
附
會

せ
る
如
き
點
の
存
す
る
を
著
し
き
點
と
す
。
而
し
て
當
時
世
に
流
布
せ
る
五
十
音
圖
が
「
オ
、
ヲ
」
の

所
屬
を
あ
や
ま
り
、「
ヲ
」
を
ア
行
に
「
オ
」
を
ワ
行
に
屬
せ
し
め
し
を
、
さ
す
が
の
契
沖
も
そ
の
誤

に
心
づ
か
ず
、
そ
れ
が
爲
に
假
名
遣
の
上
に
一
貫
の
理
論
を
立
つ
る
こ
と
能
は
ざ
り
し
が
如
き
最
も
大

な
る
缺
陷
に
し
て
こ
れ
が
爲
に
正
濫
鈔
に

　
ア

ヲ

X
X

X
X

»
»

»
»

»
»

»
»

X
X

X
X

　
ワ

オ

か
く
の
如
く
す
み
ち
が
へ
に
か
よ
へ
り
。
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な
ど
い
ふ
が
如
き
僻
說
を
立
つ
る
に
至
れ
る
な
ど
の
事
あ
り
。
或
は
又
仙
源
抄
の
跋
を
明
魏
の
言
と

速
了
し
、
な
ほ
そ
の
言
を
も
誤
解
し
て
的
は
づ
れ
の
攻
擊
を
な
せ
る
如
き
缺
陷
も
存
す
。
然
れ
ど
も
そ

の
說
の
最
大
部
分
は
も
と
よ
り
根
據
確
實
な
る
も
の
な
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
後
契
沖
の
こ
の
硏
究
は
永
く

後
世
の
摸
楷
と
な
れ
り
。

契
沖
の
功
績
は
假
名
遣
の
上
に
確
た
る
根
據
を
與
へ
し
點
に
存
し
、
永
く
後
世
の
仰
ぐ
所
と
な
れ
る

が
、
し
か
も
、
こ
の
後
な
ほ
定
家
假
名
遣
を
奉
ず
る
も
の
少
か
ら
ざ
り
き
。
た
と
へ
ば
、
元
祿
十
二
年

に
出
版
せ
し
貝
原
益
軒
の
著
な
る
和
字
解
一
卷
、
寶
永
五
年
に
出
版
せ
し
假
名
遣
拾
芥
抄
一
卷
（
佐
々

井
祐
淸
著
）
享
保
五
年
に
出
版
せ
し
假
名
遣
秘
解
二
卷
（
水
溪
居
秀
「
善
藏
」
著
）
寛
保
元
年
に
出
版

せ
し
假
名
遣
問
答
抄
五
卷
（
服
部
吟
照
著
）
寶
曆
四
年
五
月
に
出
版
せ
し
万
葉
假
名
遣
一
卷
（
靑
木
鷺

水
著
）。
こ
の
万
葉
と
は
万
の
こ
と
ば
の
義
に
し
て
萬
葉
集
に
は
關
係
な
し
。
假
名
文
字
遣
の
應
永
本

に
よ
り
て
增
補
せ
る
由
明
か
に
い
へ
り
。）
寶
曆
四
年
八
月
に
出
版
せ
し
僧
文
雄
の
和
字
大
觀
抄
二
卷

な
ど
、
み
な
そ
の
說
く
所
の
假
名
遣
は
定
家
假
名
遣
を
標
準
と
せ
る
も
の
な
り
。

か
の
如
く
定
家
假
名
遣
の
繼
承
者
續
々
世
に
出
で
た
れ
ど
、
契
沖
の
主
義
は
漸
次
に
世
の
信
任
を
受

く
る
に
至
れ
り
。
然
れ
ど
も
な
ほ
契
沖
の
主
義
に
反
對
す
る
學
者
な
き
に
あ
ら
ず
。
そ
の
著
し
き
も

の
を
い
は
む
に
先
づ
上
田
秋
成
の
靈
語
通
を
あ
ぐ
べ
し
。
靈
語
通
は
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
神
名
、
國

號
、
名
物
、
咏
歌
、
用
語
、
假
字
の
六
編
よ
り
成
れ
る
も
の
ゝ
由
な
れ
ど
、
出
版
せ
ら
れ
た
る
は
そ
の

第
五
假
字
篇
の
一
卷
の
み
に
し
て
、
他
の
五
篇
は
如
何
に
な
り
し
か
詳
か
な
ら
ず
。
こ
の
假
字
篇
は
寛
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政
七
年
十
一
月
越
魚
臣
の
序
あ
り
て
寛
政
九
年
二
月
に
出
版
せ
ら
れ
し
も
の
に
し
て
、
音
韻
文
字
に
つ

き
て
の
或
人
の
御
說
と
い
ふ
も
の
を
說
き
て
、
之
を
敷
衍
し
た
る
も
の
な
る
が
、
便
利
主
義
或
は
放
任

主
義
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
主
張
し
、
主
と
し
て
契
沖
の
說
に
反
抗
せ
る
も
の
と
見
る
べ
く
、
そ
の
說

極
端
に
走
り
て

　
假
名
遣
は
古
則
今
法
何
れ
に
よ
る
と
も
人
工
の
私
物
な
る
に
は
何
の
是
非
を
か
い
ふ
べ
き

と
い
ひ
、
終
に
上
代
の
世
に
假
名
の
用
ゐ
方
に
一
定
の
條
理
な
ど
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
放
言
す
る
に

至
れ
り
。
さ
れ
ど
、
そ
の
放
言
に
は
も
と
よ
り
根
據
な
く
、
事
實
上
の
反
證
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、
之

を
私
物
な
り
な
ど
論
す
る
に
至
り
て
は
文
字
の
社
會
性
を
知
ら
ざ
る
漫
罵
に
す
ぎ
ざ
る
が
故
に
こ
の

說
世
に
行
は
る
ゝ
に
至
ら
ざ
り
し
な
り
。
然
れ
ど
も
、
こ
の
說
に
對
し
て
以
後
に
寺
田
長
興
の
太
津
可

豆
衞
三
卷
（
弘
化
四
年
九
月
成
、
嘉
永
二
年
五
月
刊
）
岡
本
保
孝
の
靈
語
通
砭
鍼
一
卷
（
明
治
六
年
十

二
月
成
寫
本
）
等
駁
擊
を
加
へ
た
る
も
の
あ
り
て
、
世
に
之
を
信
ず
る
も
の
な
く
な
り
ぬ
。

以
上
の
如
く
反
對
者
も
出
で
た
り
し
か
ど
、
契
沖
の
主
義
は
漸
次
に
世
に
ひ
ろ
ま
る
に
至
れ
り
。
さ

て
そ
の
契
沖
の
假
名
遣
硏
究
は
大
體
確
實
な
る
學
術
的
の
根
據
に
立
て
り
と
い
へ
ど
も
そ
の
あ
げ
た

る
語
の
約
三
分
一
は
例
證
を
缺
け
る
も
の
な
り
。
而
し
て
か
く
の
如
き
は
古
代
の
文
献
に
徵
證
を
求

め
む
と
す
る
主
義
に
於
い
て
は
著
し
き
缺
陷
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
契
沖
の
後
約
七
十
年
に
し
て

揖
取
魚
彥
の
古
言
梯
出
づ
。
こ
の
書
は
一
卷
に
し
て
明
和
元
年
八
月
に
成
り
同
二
年
五
月
に
大
阪
河

內
屋
源
七
郞
の
出
版
せ
し
も
の
な
り
。
そ
の
書
は
じ
め
に
總
說
あ
り
、
次
い
で
各
語
を
頭
字
に
よ
り
て
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五
十
音
順
に
類
聚
し
あ
げ
た
る
も
の
な
る
が
、
契
沖
の
主
義
を
奉
じ
、
契
沖
の
時
未
だ
知
ら
れ
ざ
り
し

書
た
と
へ
ば
、
新
撰
字
鏡
の
如
き
も
の
な
ど
に
ひ
ろ
く
證
を
求
め
て
そ
の
誤
れ
る
を
正
し
、
不
足
を
補

ひ
た
る
も
の
に
し
て
、
あ
ぐ
る
所
の
語
す
べ
て
千
八
百
八
十
三
語
悉
く
そ
の
理
由
を
示
せ
り
。
こ
の
書

出
で
ゝ
よ
り
後
、
假
名
遣
を
論
ず
る
も
の
多
く
は
之
に
よ
り
又
、
之
が
補
訂
を
企
つ
る
も
の
あ
り
。
村

田
春
海
は
假
字
大
意
抄
一
卷
（
享
和
元
年
八
月
成
、
文
化
七
年
刊
行
）
を
あ
ら
は
し
て
假
名
遣
の
事
を

論
じ
、
假
字
拾
要
一
卷
（
寫
本
）
を
あ
ら
は
し
て
古
言
梯
に
誤
り
、
又
は
洩
ら
し
た
る
假
名
遣
を
集
め

て
そ
の
例
證
を
示
し
た
り
。
古
言
梯
に
は
又
再
考
せ
る
本
あ
り
て
、
文
政
三
年
に
出
版
せ
り
。
こ
の

再
考
本
に
は
增
補
標
注
と
注
せ
る
が
、
そ
の
標
注
は
村
田
春
海
、
淸
水
濱
臣
の
說
を
加
へ
た
る
も
の
な

り
。
そ
の
標
注
に
あ
げ
た
る
春
海
の
說
は
假
字
拾
要
以
前
の
も
の
に
し
て
自
ら
別
の
も
の
な
り
と
す
。

又
文
化
四
年
に
出
版
せ
し
市
岡
猛
彥
の
著
雅
言
假
字
格
二
卷
（
も
と
增
補
古
言
梯
と
い
ひ
し
も
の
と
見

ゆ
。
文
化
十
三
年
に
訂
正
せ
り
。）
文
化
十
一
年
に
出
版
せ
し
同
拾
遺
二
卷
あ
り
。
こ
れ
ら
は
古
言
梯

を
增
補
訂
正
せ
し
も
の
に
し
て
假
字
格
に
於
い
て
二
百
六
十
言
を
補
ひ
た
る
が
、
こ
れ
に
は
一
切
例
證

を
省
け
る
が
、
拾
遺
に
載
す
る
所
凡
そ
七
百
七
十
七
言
は
す
べ
て
出
典
を
示
せ
り
。
さ
れ
ば
市
岡
の
補

ひ
し
も
の
す
べ
て
千
餘
言
な
り
と
す
。
又
弘
化
三
年
に
山
田
常
典
の
古
言
梯
に
增
補
し
て
同
四
年
に

出
版
せ
し
增
補
古
言
梯
標
注
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
れ
は
か
の
春
海
濱
臣
の
標
注
せ
し
本
に
、
更
に
增

補
せ
し
も
の
に
し
て
、
常
典
の
增
補
せ
し
も
の
凡
て
百
五
十
言
な
り
と
い
へ
り
。
は
じ
め
古
言
梯
に
あ

り
て
も
當
時
の
五
十
音
圖
の
誤
を
襲
ひ
て
「
オ
」
を
ワ
行
に
「
ヲ
」
を
ア
行
に
加
へ
、
そ
の
順
序
に
從
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ひ
し
が
、
雅
言
假
字
格
及
び
山
田
の
標
注
古
言
梯
に
は
こ
れ
を
正
し
本
文
に
於
い
て
も
そ
の
位
置
を
正

し
き
に
お
き
か
へ
た
り
。
こ
は
本
居
宣
長
の
硏
究
、
を
お
所
屬
辨
に
よ
り
て
明
確
に
せ
ら
れ
し
も
の
な

る
が
、
こ
ゝ
に
そ
れ
に
基
づ
き
て
か
く
改
め
し
な
り
。
こ
ゝ
に
於
い
て
假
名
遣
の
書
は
は
じ
め
て
大
成

せ
り
と
い
ふ
べ
く
、
假
名
遣
の
標
準
確
立
し
て
明
治
時
代
に
至
れ
り
。

以
上
の
外
な
ほ
契
沖
の
主
義
を
奉
ぜ
る
書
と
し
て
正
誤
假
名
遣
一
卷（
賀
茂
季
鷹
編
、
天
明
八
年
成
、

刊
本
。
但
し
こ
の
書
に
は
か
へ
り
て
誤
れ
る
點
あ
り
。）
古
今
假
字
つ
か
ひ
一
卷
（
橋
本
稻
彥
編
、
文

化
十
年
刊
）
等
あ
れ
ど
、
要
す
る
に
契
沖
の
主
義
を
奉
ず
る
も
の
と
し
て
は
古
言
梯
、
雅
言
假
字
格
を

そ
の
主
な
る
も
の
と
す
べ
き
な
り
。
か
ゝ
る
間
に
黑
澤
翁
滿
が
假
名
遣
暗
記
法
と
い
ふ
こ
と
を
い
ひ
出

し
た
る
は
學
術
上
の
事
な
ら
ね
ど
こ
ゝ
に
附
記
す
る
價
値
あ
る
べ
し
。
そ
の
法
は
先
づ
そ
の
假
名
の
誤

り
易
き
點
を
明
か
に
し
、
而
し
て
そ
の
最
も
少
き
部
分
を
暗
記
し
て
他
を
推
す
べ
し
と
い
ふ
に
あ
り
。

以
上
の
外
に
弘
化
の
頃
に
高
橋
殘
夢
と
い
ふ
人
あ
り
て
、
そ
の
主
張
す
る
言
靈
說
を
基
と
し
て
古
假

名
に
も
あ
ら
ず
、
定
家
の
假
名
遣
に
も
あ
ら
ぬ
一
種
の
假
名
遣
を
唱
へ
て
國
字
定
源
二
卷
（
弘
化
元
年

八
月
成
、
寫
本
）
を
著
せ
り
。
然
れ
ど
世
に
反
響
な
く
し
て
終
れ
り
。
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第
四
章
　
字
音
假
名
遣

字
音
の
假
名
遣
は
上
代
に
は
問
題
と
な
り
し
を
見
ず
。
定
家
假
名
遣
に
往
々
字
音
の
語
を
交
へ
上

げ
た
れ
ど
、
特
に
字
音
と
し
て
取
り
出
し
論
じ
た
る
に
あ
ら
ず
。
契
沖
の
和
字
正
濫
鈔
に
も
往
々
字
音

の
語
を
交
ふ
れ
ど
も
、
こ
れ
と
て
も
字
音
と
し
て
特
に
論
ぜ
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
字
音
と
し
て
特
に
そ

の
假
名
を
論
定
せ
る
も
の
は
本
居
宣
長
の
字
音
假
字
用
格
を
は
じ
め
と
す
べ
し
。
こ
の
書
は
主
と
し

て
漢
吳
二
音
に
つ
き
て
、
そ
の
音
の
記
載
法
を
論
じ
た
る
も
の
に
し
て
、
は
じ
め
に
總
論
と
し
て
喉
音

三
行
辨
あ
り
て
「
ア
イ
ウ
エ
オ
」「
ヤ
イ
ユ
エ
ヨ
」「
ワ
ヰ
ウ
ヱ
ヲ
」
の
差
別
を
論
じ
、
次
に
「
を
お
」

所
屬
辨
あ
り
て
中
世
以
來
の
五
十
音
圖
の
「
オ
、
ヲ
」
の
所
屬
を
誤
れ
る
こ
と
を
辨
じ
て
之
を
正
し
き

に
か
へ
し
、
次
に
字
音
假
字
總
論
あ
り
、
か
く
て
各
論
に
う
つ
れ
る
が
、
こ
れ
に
關
聯
し
て
漢
字
三
音

考
あ
り
て
二
者
に
よ
り
て
字
音
を
論
定
せ
る
點
頗
る
多
く
、
從
つ
て
字
音
の
假
名
遣
も
こ
ゝ
に
基
礎
を

立
て
た
り
と
い
ふ
べ
し
。

爾
來
字
音
の
硏
究
は
自
然
に
こ
の
假
名
遣
の
硏
究
を
誘
起
し
太
田
全
齋
の
漢
吳
音
圖
（
文
化
十
二
年

成
刊
本
）
黑
川
春
村
の
音
韻
考
證
（
文
久
二
年
に
稿
す
。
寫
本
二
十
二
卷
と
稱
す
）
等
あ
り
て
、
本
邦

古
代
の
字
音
の
硏
究
も
漸
く
精
密
に
な
れ
り
。
春
村
の
門
人
白
井
寛
蔭
は
音
韻
假
字
用
例
三
卷
（
圖
一

卷
、
附
說
二
卷
、
萬
延
元
年
に
出
版
せ
り
）
を
著
し
て
字
音
の
假
名
遣
を
硏
究
せ
る
が
、
そ
の
附
說
に

於
て
本
居
の
字
音
假
字
用
格
を
批
評
是
正
し
て
餘
蘊
な
き
も
の
に
し
て
字
音
の
假
名
遣
は
こ
ゝ
に
至
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り
て
略
大
成
せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
そ
の
說
は
多
く
師
た
る
春
村
の
說
な
り
と
傳
ふ
。
そ
の
後
岡

本
保
孝
の
音
韻
答
問
錄
（
寫
本
）
あ
り
て
正
確
を
以
て
稱
せ
ら
る
。

要
す
る
に
字
音
假
名
遣
は
そ
の
硏
究
史
は
頗
る
單
純
に
し
て
以
上
述
ぶ
る
所
を
多
く
出
づ
る
所
な

き
が
、
そ
の
硏
究
の
基
礎
と
す
る
所
は
古
典
に
見
ゆ
る
實
例
と
古
字
書
に
見
ゆ
る
反
切
と
を
參
照
し
て

定
め
し
も
の
に
し
て
細
部
に
つ
き
て
は
種
々
異
議
も
立
て
う
べ
し
と
い
へ
ど
も
大
體
に
於
い
て
合
理

的
の
も
の
と
い
ふ
べ
き
な
り
。

第
五
章
　
明
治
時
代
以
來
の
假
名
遣

契
沖
出
で
ゝ
復
古
假
名
遣
の
基
礎
確
立
し
、
揖
取
魚
彥
の
古
言
梯
出
で
ゝ
、
そ
の
假
名
遣
を
大
成
し

て
よ
り
天
下
の
勢
は
こ
ゝ
に
一
定
し
て
、
こ
れ
よ
り
後
、
多
少
之
を
增
訂
せ
し
も
の
あ
り
し
か
ど
、
著

し
き
も
の
出
で
ざ
り
し
こ
と
は
旣
に
說
け
る
如
く
な
る
が
、
か
く
し
て
假
名
遣
の
世
界
は
平
穩
の
狀
態

に
歸
し
、
こ
れ
に
關
す
る
論
議
は
稀
な
る
さ
ま
に
な
れ
り
。
か
く
の
如
く
し
て
世
は
改
ま
り
て
明
治
の

王
政
復
古
と
な
り
し
が
、
そ
の
政
府
に
於
い
て
用
ゐ
し
假
名
遣
は
も
と
よ
り
こ
の
復
古
假
名
遣
た
り
し

こ
と
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
新
聞
雜
誌
、
諸
種
の
報
吿
著
述
す
べ
て
之
に
よ
り
て
天
下
眞
に
統
一
せ
ら
れ

た
る
觀
を
呈
せ
り
。

さ
れ
ば
學
校
を
興
し
、
敎
育
を
普
及
せ
し
め
ら
る
ゝ
に
及
び
て
も
、
そ
の
敎
科
書
は
も
と
よ
り
一
切
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こ
の
假
名
遣
に
よ
り
て
行
ひ
し
こ
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
爲
に
、
夙
に
書
を
あ
ら
は
せ
る
も
の
は
物
集

高
見
氏
な
り
。
氏
は
明
治
十
五
六
年
の
頃
東
京
大
學
、
東
京
師
範
學
校
、
華
族
女
學
校
に
於
い
て
か
な

づ
か
ひ
を
敎
授
せ
ら
れ
し
が
、
そ
の
敎
授
草
案
は
明
治
十
八
年
十
二
月
に
か
な
づ
か
ひ
敎
科
書
と
い
ふ

名
を
以
て
出
版
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
書
は
淸
音
、
濁
音
、
音
便
の
三
項
に
分
ち
て
假
名
遣
を
あ
げ
、
同

異
を
辨
ず
べ
き
も
の
に
つ
き
て
、
少
き
語
を
記
憶
し
、
他
を
類
推
す
る
法
卽
ち
黑
澤
翁
滿
の
發
明
せ
し

方
法
に
則
り
て
之
を
敎
へ
ら
れ
し
な
り
。
氏
は
又
「
か
な
の
し
を
り
」
と
い
ふ
書
を
著
し
て
明
治
十
七

年
九
月
に
出
版
せ
り
。
こ
れ
は
小
な
る
假
名
遣
の
辭
典
な
り
。
こ
れ
よ
り
後
、
か
な
づ
か
ひ
の
敎
科

書
、
便
覽
、
及
び
辭
典
等
の
類
屢
々
出
版
せ
ら
れ
又
多
く
の
文
典
中
に
も
之
を
說
き
た
る
が
、
今
一
々

そ
れ
ら
を
枚
擧
す
る
遑
を
有
せ
ず
。
而
し
て
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
、
契
沖
及
び
宣
長
の
主
義
を
奉
ぜ
し

も
の
に
あ
ら
ざ
る
は
な
し
。

さ
て
こ
の
時
代
に
於
い
て
假
名
遣
に
つ
き
て
異
論
の
起
り
し
は
何
時
頃
よ
り
な
る
か
、
未
だ
之
を
明

か
に
す
る
こ
と
能
は
ず
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
事
の
著
し
く
見
ゆ
る
は
、
明
治
十
六
年
に
「
か
な
の
く
わ

い
」
の
起
れ
る
時
に
、
そ
の
會
員
中
に
、
正
し
き
假
名
遣
を
守
ら
む
と
主
張
す
る
も
の
と
、
正
し
き
假

名
遣
を
守
ら
ず
、
發
音
の
實
際
に
近
き
形
に
書
き
出
さ
む
と
主
張
す
る
も
の
と
の
爭
の
生
ぜ
し
時
な
る

べ
く
思
は
る
。
か
く
て
そ
の
「
か
な
の
く
わ
い
」
は
月
雪
花
の
三
部
に
分
れ
、
月
の
部
は
正
し
き
假
名

遣
に
よ
り
、
雪
の
部
は
發
音
の
實
際
に
近
き
形
に
書
く
を
主
義
と
し
、
花
の
部
は
五
十
音
の
原
を
正
し

て
假
名
の
數
を
增
さ
む
と
し
、
各
そ
の
主
義
に
よ
り
て
純
假
名
文
を
も
の
し
て
世
に
廣
め
む
と
せ
し
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が
、
こ
れ
ら
の
運
動
も
明
治
二
十
年
頃
よ
り
漸
次
に
消
滅
せ
る
姿
に
な
れ
り
。
か
く
て
か
の
正
し
き
假

名
遣
は
益
々
弘
く
行
は
れ
た
り
。

然
れ
ど
も
こ
の
假
名
遣
の
問
題
は
一
部
の
人
々
の
間
に
殘
り
傳
は
り
多
少
之
を
議
す
る
人
も
無
き

に
あ
ら
ざ
り
し
か
ば
、
明
治
二
十
六
年
頃
、
時
の
文
部
大
臣
井
上
毅
氏
は
文
科
大
學
及
び
、
第
一
高
等

學
校
に
假
名
遣
に
關
す
る
意
見
を
諮
問
せ
し
こ
と
あ
り
し
に
、
そ
れ
ら
諸
學
校
の
諸
敎
授
は
從
來
の
假

名
遣
を
擁
護
し
た
る
も
の
と
、
之
を
改
定
す
る
を
可
と
す
る
も
の
と
あ
り
き
と
い
ふ
。
か
く
て
明
治
二

十
七
八
年
の
戰
役
後
國
字
國
語
の
改
良
論
勃
興
し
た
る
際
假
名
遣
を
論
ず
る
も
の
亦
あ
ら
は
れ
、
明
治

三
十
三
年
七
月
に
帝
國
敎
育
會
の
國
字
改
良
部
の
假
字
部
門
に
於
い
て
假
名
決
議
と
い
ふ
も
の
を
發

表
せ
し
が

　
國
語
及
び
字
音
の
假
名
遣
を
全
廢
し
て
發
音
通
に
す
る
こ
と

と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
內
に
加
へ
ら
れ
て
公
表
せ
ら
れ
た
る
が
、
同
年
八
月
に
文
部
省
は
小
學
校
令
を

改
め
て
、
そ
の
施
行
細
則
に
於
い
て
、
從
來
の
字
音
假
名
遣
を
全
廢
し
て
、
發
音
の
姿
に
近
き
形
を

と
り
、
數
箇
の
類
似
音
を
一
に
し
、
又
「
く
わ
」
を
「
が
」
に
合
せ
、「
ぢ
」
を
「
じ
」
に
「
づ
」
を

「
ず
」
に
併
す
る
こ
と
と
し
（
但
「
く
わ
」「
ぢ
」「
づ
」
は
從
來
の
例
に
よ
る
も
妨
な
し
と
せ
り
。）
そ

の
長
音
符
な
る
も
の
は
「
お
ー
」「
こ
ー
」
の
如
き
記
載
法
を
と
る
べ
き
こ
と
を
令
せ
り
。
世
に
之
を

文
部
省
の
棒
引
假
名
遣
と
い
ひ
、
そ
の
當
時
世
論
囂
々
と
し
て
或
は
賛
成
或
は
反
對
せ
り
。
然
れ
ど

も
、
明
治
三
十
四
年
四
月
よ
り
こ
れ
を
實
地
に
小
學
校
の
敎
育
に
行
ふ
に
及
び
、
そ
の
不
合
理
と
、
そ

68



假名遣の歷史

の
字
音
の
假
名
遣
と
國
語
の
假
名
遣
と
に
主
義
の
矛
盾
あ
る
爲
に
、
之
を
嚴
重
に
區
別
し
て
敎
育
す
る

こ
と
は
到
底
不
可
能
に
し
て
、
そ
の
實
施
の
結
果
、
そ
の
記
載
法
の
混
亂
名
狀
す
べ
か
ら
ざ
る
醜
態
を

呈
せ
る
こ
と
は
保
科
孝
一
氏
の
改
定
假
名
遣
に
特
筆
せ
ら
れ
た
る
を
見
て
も
一
斑
は
知
ら
る
べ
く
、
又

明
治
三
十
八
年
に
視
學
官
吉
岡
郷
甫
氏
が
熊
本
、
宮
崎
の
二
縣
に
出
張
し
て
各
地
の
小
學
校
、
中
學

校
、
高
等
女
學
校
に
於
い
て
調
査
せ
ら
れ
し
結
果
を
ば
、
當
時
文
部
省
よ
り
假
名
遣
試
驗
成
績
表
と
題

し
て
出
版
せ
し
報
吿
書
に
て
も
明
か
な
り
と
す
。
而
し
て
世
論
ま
た
之
に
賛
す
る
も
の
も
あ
り
し
か

ど
、
こ
の
新
定
假
名
遣
の
撤
囘
延
期
を
主
張
す
る
も
の
少
か
ら
ざ
り
し
な
り
。
こ
れ
ら
の
事
は
國
字
國

語
改
良
論
說
年
表
に
て
明
か
な
れ
ば
今
言
は
ず
。

明
治
三
十
五
年
四
月
に
至
り
文
部
省
は
國
語
調
査
委
員
會
を
設
置
せ
し
が
、
同
委
員
會
は
六
月
に
至

り
て
、
調
査
方
針
を
決
議
し
、
又
應
急
調
査
事
項
の
う
ち
に
、
國
語
假
名
遣
及
び
字
音
假
名
遣
に
つ
き

て
調
査
す
べ
き
こ
と
を
加
へ
た
り
。
か
く
て
明
治
三
十
七
年
よ
り
、
文
部
省
は
敎
科
書
國
定
の
制
度
を

實
行
す
る
こ
と
ゝ
な
り
し
が
故
に
、
こ
の
假
名
遣
の
問
題
卽
ち
か
の
棒
引
假
名
遣
を
そ
の
ま
ゝ
に
存
す

べ
き
か
、
若
く
は
、
そ
の
棒
引
法
の
主
義
を
ば
、
國
語
に
も
及
ぼ
す
べ
き
か
、
或
は
全
く
復
舊
す
べ
き

か
を
考
へ
て
一
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
急
に
迫
れ
る
が
爲
に
、
文
部
省
自
ら
假
名
遣
改
定
案
を
立
て

ゝ
、
之
を
明
治
三
十
八
年
二
月
に
高
等
敎
育
會
議
國
語
調
査
委
員
會
及
び
各
府
縣
の
師
範
學
校
等
に
諮

問
し
て
そ
れ
ら
の
意
見
を
徵
し
た
り
。
そ
の
案
に
は
大
體
の
方
針
と
し
て
は
前
の
棒
引
法
を
國
語
に

も
及
ぼ
し
て
統
一
す
る
を
主
義
と
せ
る
も
の
な
る
が
、
そ
の
う
ち
「
ヂ
」
と
「
ヅ
」
を
廢
す
る
主
義
な
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れ
ど
連
濁
の
場
合
又
「
チ
ヂ
ム
」「
ツ
ヅ
ム
」
の
如
き
場
合
の
「
ヂ
」「
ヅ
」
を
例
外
と
し
て
許
し
、
又

長
音
を
ば
「
ー
」
に
て
記
す
主
義
な
れ
ど
、
用
言
の
音
便
の
「
ウ
」
そ
の
他
一
二
の
場
合
「
ウ
」
を
用

ゐ
る
を
許
す
と
せ
る
も
の
な
り
。
而
し
て
、
こ
れ
を
文
章
に
も
及
ぼ
し
、
又
小
學
校
の
み
な
ら
ず
、
中

等
敎
育
に
も
實
行
せ
む
こ
と
を
期
待
す
と
聲
明
せ
り
。
而
し
て
な
ほ
別
に
一
案
を
立
て
ゝ
之
を
も
諮

問
せ
る
が
、
こ
の
案
は
前
の
案
よ
り
は
稍
々
緩
か
に
し
て
動
詞
の
活
用
よ
り
起
る
假
名
遣
と
、
弖
爾
乎

波
と
は
從
來
の
ま
ゝ
と
す
る
も
の
と
せ
り
。

高
等
敎
育
會
議
は
こ
れ
が
爲
に
、
明
治
三
十
八
年
三
月
に
召
集
せ
ら
れ
し
が
、
そ
の
決
議
の
結
果
、

そ
の
改
正
の
趣
旨
に
は
賛
成
な
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
の
案
に
つ
き
て
は
な
ほ
攻
究
の
餘
地
あ
り
、
こ
と

に
國
語
調
査
委
員
會
に
て
審
議
中
な
れ
ば
追
て
時
機
を
見
て
再
び
諮
問
せ
ら
れ
む
こ
と
を
望
む
と
答

へ
た
り
。
國
語
調
査
委
員
會
は
之
に
對
し
て
同
年
十
一
月
に
答
申
せ
り
。
こ
の
答
申
案
は
大
體
文
部

省
の
原
案
の
主
義
に
從
へ
る
も
の
な
る
が
、「
ヂ
」「
ヅ
」
の
假
名
遣
を
國
語
に
て
も
字
音
に
て
も
復
活

し
、
な
ほ
長
音
に
は
「
ウ
」
を
用
ゐ
る
を
原
則
す
る
如
き
な
ど
の
改
定
を
加
へ
た
る
も
の
な
り
。

さ
て
文
部
省
は
こ
の
國
語
調
査
會
案
を
と
り
て
原
案
と
し
て
、
明
治
三
十
九
年
十
二
月
再
び
高
等
敎

育
會
議
に
諮
問
し
た
り
し
に
同
會
議
は
そ
の
ま
ゝ
之
を
可
決
し
た
り
。
然
れ
ど
も
、
こ
の
前
後
よ
り
し

て
又
世
間
に
賛
否
の
論
か
ま
び
す
し
く
し
て
終
に
帝
國
議
會
に
於
け
る
問
題
と
な
り
、
明
治
四
十
年
三

月
に
貴
族
院
よ
り
假
名
遣
改
正
に
關
す
る
建
議
を
な
し
た
り
し
か
ば
文
部
省
は
之
を
解
決
せ
む
と
欲

し
て
、
更
に
別
箇
の
案
を
つ
く
り
、
臨
時
假
名
遣
調
査
委
員
會
と
い
ふ
も
の
を
明
治
四
十
一
年
五
月
に
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設
け
、
こ
れ
が
可
否
を
諮
問
せ
り
。
そ
の
案
は
國
語
調
査
委
員
會
案
よ
り
多
少
緩
和
せ
ら
れ
た
る
點
な

き
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
も
と
よ
り
主
義
は
異
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
か
く
て
そ
の
調
査
委

員
會
は
、
七
月
ま
で
五
囘
の
會
議
を
重
ね
し
か
ど
、
異
議
多
く
し
て
可
否
を
決
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
か

ば
、
九
月
に
至
り
て
文
部
省
は
諮
問
案
を
撤
囘
し
、
幾
く
も
な
く
し
て
そ
の
會
も
廢
止
せ
ら
れ
た
り
。

而
し
て
文
部
省
は
敎
科
書
に
そ
の
改
定
せ
む
と
す
る
假
名
遣
を
用
ゐ
る
こ
と
を
せ
ず
し
て
明
治
四
十

三
年
四
月
以
降
は
か
の
棒
引
の
字
音
假
名
遣
も
廢
止
せ
ら
れ
て
す
べ
て
舊
に
依
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
。

大
正
十
年
文
部
省
ま
た
臨
時
國
語
調
査
會
を
設
け
し
が
、
大
正
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
に
至
り
て

そ
の
會
の
國
語
及
び
字
音
の
假
名
遣
案
と
い
ふ
も
の
を
ば
、
文
部
大
臣
參
列
の
上
に
て
議
決
せ
り
。
そ

の
案
の
內
容
に
つ
き
て
は
本
書
の
附
錄
に
述
べ
た
る
を
以
て
こ
ゝ
に
略
す
べ
き
が
、
反
對
諭
者
沛
然
と

し
て
起
り
、
余
も
亦
こ
れ
が
不
合
理
な
る
こ
と
を
認
め
た
る
に
よ
り
て
驥
尾
に
附
し
て
反
對
を
表
明
せ

し
が
、
文
部
省
關
係
の
人
々
は
之
が
防
禦
反
駁
に
日
も
足
ら
ざ
る
有
樣
な
り
し
が
、
大
正
十
四
年
二
月

三
日
衆
議
院
の
委
員
會
に
於
い
て
議
員
松
山
常
次
郞
氏
の
質
問
に
對
へ
て
文
部
大
臣
岡
田
良
平
氏
は
、

之
を
敎
育
上
に
用
ゐ
る
意
志
な
き
由
を
言
明
せ
り
。
そ
の
間
の
事
情
は
本
書
の
附
錄
に
載
せ
た
れ
ば
、

こ
ゝ
に
略
せ
り
。
然
る
に
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
か
、
鐵
道
大
臣
小
川
平
吉
氏
は
昭
和
二
年
七
月
に
鐵

道
揭
示
例
規
を
改
め
て
、「
假
名
遣
は
臨
時
國
語
調
査
會
の
定
め
た
る
も
の
に
よ
る
」
と
規
定
せ
り
。

か
く
て
こ
の
假
名
遣
は
こ
の
規
定
に
よ
り
鐵
道
の
各
驛
名
の
標
示
に
用
ゐ
ら
れ
た
れ
ば
、
世
人
を
し
て

そ
の
不
合
理
を
暗
默
の
間
に
識
認
せ
し
め
し
結
果
、
再
び
帝
國
議
會
の
問
題
と
な
り
し
が
、
鐵
道
大
臣

71



第六章　囘顧

は
昭
和
四
年
四
月
十
一
日
に
再
び
其
例
規
を
改
め
て
、
假
名
遣
は
「
國
定
敎
科
書
に
用
ふ
る
も
の
」
に

よ
る
べ
し
と
せ
り
。

第
六
章
　
囘
顧

以
上
吾
人
は
、
假
名
遣
の
起
り
し
時
よ
り
最
近
時
に
及
べ
る
ま
で
の
事
實
を
略
述
せ
り
。
今
こ
ゝ

に
本
書
の
記
述
を
終
ふ
る
に
當
り
て
、
歷
史
上
の
事
實
を
囘
顧
し
、
假
名
遣
の
本
體
と
、
假
名
遣
そ
の

も
の
ゝ
言
語
及
び
文
献
に
關
す
る
性
質
と
を
觀
察
し
て
識
者
の
敎
を
請
は
む
と
す
。

今
明
治
以
前
の
歷
史
上
の
事
實
を
通
觀
す
る
に
、
假
名
遣
は
實
際
上
止
む
能
は
ざ
る
要
求
よ
り
起
り

た
る
も
の
な
る
を
見
る
。
卽
ち
、
そ
の
假
名
遣
の
起
ら
む
と
す
る
前
に
は
、
混
亂
の
狀
態
あ
り
て
、
心

あ
る
も
の
を
し
て
統
一
を
企
て
し
め
ず
し
て
は
あ
ら
ざ
る
狀
態
に
あ
り
し
も
の
に
し
て
、
定
家
假
名
遣

の
起
れ
る
は
こ
れ
が
爲
な
り
と
す
。
次
に
は
そ
の
假
名
遣
は
何
を
標
準
と
し
て
定
め
た
る
か
と
い
ふ

に
、
い
づ
れ
も
、
そ
の
制
定
者
が
、
正
し
と
認
め
た
る
歷
史
的
の
例
證
に
よ
り
て
確
定
を
求
め
た
る
も

の
な
り
と
す
。
こ
の
點
は
契
沖
以
後
の
假
名
遣
は
も
と
よ
り
行
阿
の
假
名
遣
ま
た
然
る
こ
と
は
旣
に

證
し
た
る
所
な
る
が
、
定
家
の
假
名
遣
も
亦
然
る
べ
き
こ
と
は
こ
れ
亦
旣
に
述
べ
し
所
な
り
と
す
。

然
ら
ば
假
名
遣
は
何
が
故
に
以
上
述
ぶ
る
事
情
に
卽
し
て
生
ず
る
も
の
な
る
か
と
い
ふ
に
、
こ
れ
に

は
又
第
一
に
人
た
る
も
の
が
、
一
は
混
亂
を
避
け
て
整
頓
せ
る
こ
と
に
つ
か
む
と
す
る
が
故
な
り
と
い
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ふ
べ
く
、
一
は
不
正
を
忌
み
て
、
正
當
に
つ
か
む
と
す
る
が
故
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
而
し
て
そ
の
整
頓

し
正
當
な
ら
む
こ
と
を
望
む
が
爲
に
、
假
名
遣
が
標
準
を
舊
例
に
求
め
た
る
そ
の
根
源
如
何
と
い
ふ

に
、
蓋
し
、
そ
の
混
亂
を
生
せ
ざ
り
し
以
前
の
時
代
の
整
頓
せ
る
狀
態
を
以
て
、
正
當
な
る
も
の
と
認

め
た
る
が
故
な
ら
む
。
然
ら
ば
、
何
が
故
に
し
か
く
古
代
の
例
を
以
て
假
名
遣
の
標
準
と
す
る
か
と
い

ふ
に
、
こ
れ
實
に
文
字
の
根
本
性
質
に
基
づ
く
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
文
字
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
視
覺
に

訴
ふ
る
も
の
に
し
て
平
面
的
延
長
を
有
し
固
定
的
の
も
の
な
り
。
音
は
聽
覺
に
訴
ふ
る
も
の
に
し
て

流
動
的
無
形
の
も
の
な
り
。
こ
の
故
に
文
字
に
て
記
さ
れ
た
る
語
が
一
旦
成
形
す
れ
ば
、
そ
れ
に
對
す

る
音
が
、
變
化
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
と
も
之
に
對
應
し
て
文
字
は
變
形
す
る
こ
と
な
し
。
而
し
て
文
字

は
そ
が
音
字
た
る
場
合
に
於
い
て
も
、
一
定
の
字
又
は
一
定
の
一
綴
は
、
決
し
て
各
一
箇
づ
ゝ
の
音
を

箇
々
に
あ
ら
は
す
に
止
ま
ら
ず
し
て
、
そ
の
字
そ
の
一
綴
に
て
あ
ら
は
さ
れ
た
る
言
語
の
平
面
的
延
長

を
有
す
る
可
視
的
固
定
的
の
一
定
形
た
る
も
の
な
り
と
す
。
こ
の
點
は
語
音
の
可
聽
的
流
動
的
な
る

と
は
頗
る
趣
を
異
に
す
る
も
の
な
り
。
從
來
の
論
者
多
く
は
、
こ
の
文
字
と
聲
音
と
の
特
異
性
を
考
慮

に
入
る
ゝ
こ
と
な
く
し
て
音
文
字
は
た
ゞ
音
の
代
表
と
な
り
と
い
へ
り
。
さ
れ
ど
、
そ
は
一
を
知
り
て

二
を
知
ら
ざ
る
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
こ
の
故
に
、
若
し
、
文
字
を
し
て
流
れ
う
つ
る
聲
音
に
つ
れ
て
た

え
ず
變
化
せ
し
む
べ
し
と
せ
ば
、
文
字
を
用
ゐ
て
の
定
形
的
可
視
的
言
語
は
殆
ど
存
せ
ざ
る
に
至
る

べ
し
。
こ
の
故
に
、
一
旦
成
立
せ
る
文
字
上
の
語
形
は
、
頗
る
保
守
的
の
も
の
に
し
て
、
そ
の
一
綴
の

う
ち
に
一
字
を
改
め
て
も
わ
れ
ら
の
可
視
的
言
語
は
形
を
破
壞
せ
ら
れ
た
る
感
を
起
す
に
至
る
も
の

73



第六章　囘顧

な
り
。
こ
れ
外
國
語
に
て
も
、
無
音
の
文
字
を
そ
の
綴
よ
り
容
易
に
除
く
こ
と
能
は
ざ
る
理
由
な
り
。

こ
の
理
を
以
て
、
又
人
の
見
な
れ
ぬ
綴
り
方
を
な
す
時
に
は
た
と
ひ
そ
が
合
理
的
な
る
場
合
に
も
そ
の

一
綴
が
、
端
的
に
從
來
用
ゐ
來
れ
る
綴
の
語
と
同
一
の
語
な
り
と
い
ふ
意
識
を
生
じ
難
き
筈
な
り
。
こ

れ
假
名
遣
が
、
そ
の
正
し
と
す
る
形
を
古
の
用
例
に
求
む
る
所
以
に
し
て
又
新
し
き
用
方
を
な
し
て
、

理
論
的
に
は
不
可
な
ら
ず
と
す
る
人
々
も
心
の
奧
に
於
い
て
は
嘉
納
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
理
由
も
こ

ゝ
に
存
す
る
な
り
。

さ
て
飜
り
て
明
治
以
來
の
假
名
遣
改
革
運
動
を
見
る
に
、
そ
の
大
規
模
に
し
て
一
時
燎
原
の
勢
あ

る
が
如
く
に
し
て
、
し
か
も
一
度
も
成
功
せ
ざ
り
し
な
り
。
こ
れ
果
し
て
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
か
。

今
上
に
述
べ
し
事
實
と
道
理
と
を
顧
み
て
、
そ
の
改
革
運
動
に
照
し
考
ふ
れ
ば
、
そ
の
運
動
が
正
鵠
を

失
す
る
も
の
あ
る
に
よ
る
を
見
る
べ
し
。
先
づ
第
一
に
は
本
邦
に
於
い
て
文
字
を
は
じ
め
て
用
ゐ
た

る
場
合
は
と
に
か
く
、
然
ら
ざ
る
場
合
に
、
舊
來
の
用
ゐ
方
を
全
く
覆
し
て
新
し
き
用
ゐ
方
を
一
擧
に

し
て
施
さ
む
と
す
る
は
一
國
文
化
の
基
礎
を
動
さ
む
と
す
る
こ
と
に
し
て
、
い
ふ
べ
く
し
て
行
ふ
べ
か

ら
ざ
る
所
な
り
。
何
を
以
て
文
化
の
基
礎
を
動
す
か
と
い
ふ
に
、
凡
そ
高
尙
な
る
思
想
は
言
語
を
待
ち

て
、
そ
の
運
用
進
展
を
な
す
が
如
く
、
高
度
の
文
明
は
文
字
な
く
し
て
は
十
分
の
發
展
を
な
す
こ
と
難

き
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
文
字
は
言
語
の
外
的
符
號
に
止
ま
る
が
如
く
な
れ
ど
、
文
化
の
上
よ
り
見
れ

ば
、
頗
る
重
大
な
る
關
係
を
有
す
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
文
字
の
用
法
を
一
擧
に
改
め
む
と
す
る
が
如

き
は
文
化
の
基
礎
を
動
か
す
も
の
と
い
ふ
も
誣
言
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
卽
ち
全
く
發
音
の
ま
ゝ
に
假
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名
を
用
ゐ
た
る
時
代
を
本
邦
の
史
上
に
求
め
ば
、
萬
葉
假
名
を
用
ゐ
初
め
し
時
代
に
あ
り
し
な
ら
む
と

想
像
す
べ
し
。
さ
れ
ど
そ
れ
よ
り
後
は
、
こ
ゝ
に
定
形
を
生
じ
て
、
こ
れ
を
以
て
わ
が
文
化
の
基
礎
を

築
き
來
れ
る
も
の
な
れ
ば
、
之
が
動
搖
は
往
々
思
想
的
の
危
險
を
伴
ふ
惧
あ
り
と
す
。
明
治
よ
り
の
假

名
遣
改
革
運
動
は
そ
の
精
神
は
國
家
を
愛
す
る
熱
誠
よ
り
出
で
た
る
は
い
ふ
を
ま
た
ざ
れ
ど
、
こ
れ
が

爲
め
に
往
々
國
家
の
文
化
を
根
本
よ
り
動
さ
む
と
す
る

あ
る
も
の
な
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。

然
れ
ど
も
、
は
じ
め
て
新
し
き
文
字
を
用
ゐ
る
と
き
に
は
吾
人
の
腦
裡
に
可
視
的
言
語
の
定
型
な

き
が
故
に
發
音
の
ま
ゝ
に
之
を
記
載
し
て
も
怪
ま
ざ
る
も
の
往
々
あ
り
。
今
の
羅
馬
字
に
て
國
語
を

記
載
せ
る
場
合
の
如
き
こ
れ
な
り
。
こ
の
羅
馬
字
綴
は
發
音
の
ま
ゝ
に
綴
れ
る
も
の
な
る
に
之
に
對

し
て
吾
人
は
別
に
甚
し
く
そ
の
綴
り
方
に
よ
り
て
國
語
の
破
壞
せ
ら
れ
た
る
感
じ
を
起
さ
ゞ
る
な
り
。

そ
の
理
由
は
卽
ち
上
に
述
べ
し
如
き
事
あ
る
に
よ
る
と
考
へ
ら
る
。
而
し
て
さ
る
羅
馬
字
綴
と
こ
の

假
名
遣
正
し
き
假
名
綴
と
が
同
一
所
に
併
記
せ
ら
れ
あ
り
て
も
甚
し
く
矛
盾
の
感
を
起
さ
し
め
ざ
る

原
因
も
亦
こ
ゝ
に
存
す
。

明
治
時
代
に
彼
の
假
名
遣
改
革
運
動
の
功
を
奏
せ
ざ
る
他
の
一
の
原
因
は
今
の
文
章
が
漢
字
交
り

文
に
し
て
假
名
遣
が
實
際
に
用
ゐ
ら
る
ゝ
部
分
が
用
言
の
語
尾
と
助
詞
と
の
上
に
限
ら
れ
、
他
は
す
べ

て
漢
字
に
て
か
ゝ
る
ゝ
が
爲
に
も
存
す
と
考
へ
ら
る
。
卽
ち
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、
そ
の
假
名
遣
は
實

地
の
上
に
は
用
ゐ
ら
る
る
場
合
極
め
て
少
け
れ
ば
、
一
般
世
人
に
は
そ
が
如
何
に
も
な
れ
、
實
は
大
な

る
影
響
を
感
ぜ
ざ
る
が
如
く
見
ゆ
。
卽
ち
こ
の
問
題
が
實
際
問
題
と
し
て
痛
切
に
之
を
感
ず
る
も
の
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多
か
ら
ぬ
が
故
に
、
そ
の
賛
成
者
も
眞
の
賛
成
者
に
あ
ら
ず
、
反
對
者
も
眞
の
反
對
者
に
あ
ら
ず
し
て

い
つ
し
か
そ
の
運
動
も
消
失
す
る
に
至
る
を
常
と
せ
る
な
り
。
若
し
、
そ
の
少
數
の
假
名
の
部
分
に
つ

き
て
も
必
ず
之
を
文
部
省
式
の
假
名
遣
に
す
べ
し
と
强
制
せ
ば
、
決
し
て
何
人
も
し
か
冷
淡
に
す
ぐ
す

を
得
ざ
る
べ
し
。
況
ん
や
若
し
眞
に
假
名
の
み
を
用
ゐ
よ
と
い
ひ
て
か
の
如
き
改
革
運
動
起
ら
ば
、
從

來
の
如
く
、
冷
淡
の
態
度
を
と
り
得
ざ
る
に
至
る
べ
し
。
こ
の
事
は
最
近
の
鐵
道
驛
名
の
記
載
の
變
更

を
屢
せ
る
事
實
に
徵
し
て
も
察
せ
ら
る
べ
し
。

次
に
こ
の
種
の
改
革
運
動
は
そ
の
前
に
紛
錯
を
極
め
た
る
事
實
あ
り
て
、
そ
れ
が
統
一
を
企
つ
る
に

至
り
て
は
じ
め
て
起
る
べ
き
な
り
。
今
明
治
時
代
以
後
は
確
乎
と
統
一
の
姿
を
呈
し
來
れ
る
も
の
に

し
て
、
こ
れ
が
統
一
改
革
を
要
求
す
る
國
民
的
運
動
の
起
る
べ
き
原
因
な
き
な
り
。
混
亂
な
く
し
て
は

統
一
運
動
の
必
要
な
き
こ
と
は
三
歲
の
幼
兒
と
い
ふ
と
も
之
を
知
ら
む
。
わ
が
文
部
省
は
か
つ
て
棒

引
假
名
遣
を
强
制
し
て
徒
ら
に
混
亂
を
起
さ
し
め
國
民
を
害
せ
し
こ
と
少
か
ら
ざ
り
し
な
り
。
凡
そ

政
治
の
要
は
中
正
の
道
を
進
み
、
止
む
能
は
ず
し
て
は
じ
め
て
行
ふ
を
要
諦
と
す
。
衆
に
先
ん
じ
て
言

語
文
字
の
改
革
を
企
つ
る
が
如
き
は
行
政
官
の
行
ふ
べ
き
事
に
あ
ら
ず
。
況
ん
や
こ
れ
に
よ
り
て
紛

亂
を
釀
し
、
害
毒
を
流
す
に
於
い
て
を
や
。

さ
れ
ど
、
余
輩
は
一
切
改
革
す
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
行
ふ
に
道
あ
り
。
そ
の
道
は

徐
々
に
之
を
行
ふ
に
あ
り
。
何
が
故
に
徐
々
に
行
ふ
べ
き
か
と
い
ふ
に
、
國
民
の
十
分
な
る
納
得
を
經

た
る
上
に
て
行
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
而
し
て
國
民
の
十
分
な
る
納
得
を
經
る
所
以
の
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假名遣の歷史

道
は
そ
の
改
革
方
法
が
合
理
的
基
礎
の
上
に
立
て
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而

し
て
そ
の
合
理
的
の
基
礎
は
何
に
よ
り
て
得
べ
き
か
と
い
ふ
に
根
本
的
調
査
を
經
て
は
じ
め
て
得
べ

き
な
り
。
か
く
の
如
く
し
て
着
々
進
ま
ば
、
道
理
の
正
し
き
限
り
行
は
れ
ざ
ら
む
こ
と
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
十
分
の
理
由
を
示
さ
ず
、
一
擧
し
て
根
本
的
改
革
を
施
さ
む
と
す
る
が
如
き
は
一
國
の
文
化
の
基

礎
を
動
か
さ
む
と
す
る
虞
あ
る
も
の
に
し
て
一
種
の
ク
ウ
デ
タ
ア
と
い
ふ
べ
き
も
の
な
り
。
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