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5 駒のいななき

「
　へ

い
ば

兵
馬　
の
　け

ん権　
」
と
か
「
　き

ゅ
う
ば

弓
馬　
の
　い

え家　
」
と
か
い
う
語
も
あ
る
ほ
ど
、
遠
い
昔
か
ら
軍
事
の
要
具
と
せ
ら

れ
て
い
る
勇
ま
し
い
馬
の
鳴
声
は
、「
お
馬
ヒ
ン
ヒ
ン
」
と
い
う
　と
お通　
り
　
こ
と
ば
詞　
に
あ
る
と
お
り
、
昔
か
ら

ヒ
ン
ヒ
ン
と
き
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ず
っ
と
古
い
時
代
に
　

さ
か
の
ぼ

溯　
る
と
案
外
そ
う
で
な

か
っ
た
ら
し
い
。『
万
葉
集
』
巻
十
二
に
「
い
ぶ
せ
く
も
」
と
い
う
語
を
「
　
イ
馬
声　
　
ブ
蜂
音　
　
セ
石
花　
　ク

モ

蜘
蟵　
」

と
書
い
て
あ
っ
て
、「
馬
声
」
を
イ
に
宛
て
、「
蜂
音
」
を
ブ
に
宛
て
た
の
を
み
れ
ば
、
当
時
の
人
々

は
、
蜂
の
飛
ぶ
音
を
ブ
と
聞
い
た
と
共
に
、
馬
の
鳴
声
を
イ
の
音
で
表
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
い
ば
ゆ
（
嘶
）」
と
い
う
語
の
「
い
」
も
ま
た
馬
の
鳴
声
を
摸
し
た
語
で
あ
る
こ
と
は
従
来
の
学

者
の
説
い
た
通
り
で
あ
ろ
う
。
蜂
の
音
は
今
日
で
も
ブ
ン
ブ
ン
と
い
わ
れ
て
い
て
、
昔
と
大
体
変

ら
な
い
が
、
馬
の
声
を
イ
と
い
っ
た
の
は
我
々
に
は
異
様
に
聞
え
る
。
馬
の
鳴
声
に
は
古
今
の
相

違
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
な
い
の
に
、
こ
れ
を
表
わ
す
音
に
今
昔
の
相
違
が
あ
る
の
は
不
審
な
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
は
現
今
で
は
ha
hi
hu
he
ho
と
発
音
さ
れ
て
い
る
が
、か
よ
う
な
　お

ん音　
は
古
代
の
国
語
に
は

な
く
、
江
戸
時
代
以
後
に
は
じ
め
て
生
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
前
は
こ
れ
ら
の
仮
名
は
fa
fi
fu
fe
fo
と

発
音
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
ｆ
音
は
西
洋
諸
国
語
や
　シ

ナ

支
那　
語
に
お
け
る
ご
と
き
　し
し
ん
お
ん

歯
唇
音　
（
上
歯
と
下

唇
と
の
間
で
発
す
る
音
）
で
は
な
く
、
今
日
の
フ
の
音
の
子
音
に
近
い
　

り
ょ
う
し
ん
お
ん

両
唇
音　
（
上
唇
と
下
唇
と

の
間
で
発
す
る
音
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
更
に
古
い
時
代
の
ｐ
音
か
ら
転
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
奈
良
時
代
に
は
多
分
既
に
ｆ
音
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
江
戸
初
期
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に
更
に
ｈ
音
に
変
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
鳥
や
獣
の
声
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
擬
し
た
鳴
声
が
普
通
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
当
時
の
正
常
な
国
語
の
音
と
し
て
常
に
用
い
ら
れ
る
音
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
が
普
通
で

あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
国
語
の
音
と
し
て
hi
の
よ
う
な
音
が
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
馬
の
鳴

声
に
最
も
近
い
音
と
し
て
は
イ
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
イ
の
音
で
摸
し
た
の
は
当

然
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
ま
た
後
世
に
は
「
ヒ
ン
」
と
い
う
が
、
ン
の
音
も
、
古
く

は
外
国
語
、
す
な
わ
ち
漢
語
（
ま
た
は
　ぼ
ん
ご

梵
語　
）
に
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
普
通
の
国
語
の
音
と
し

て
は
な
か
っ
た
の
で
、
イ
ン
と
は
い
わ
ず
、
た
だ
イ
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
蜂
の
音
を
今
日
で

は
ブ
ン
と
い
う
の
を
、
古
く
ブ
と
い
っ
た
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
）。

　
そ
れ
で
は
、
馬
の
鳴
声
を
ヒ
ま
た
は
ヒ
ン
と
し
た
の
は
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
の
私
の
調
査
は
ま
だ
極
め
て
不
完
全
で
あ
る
が
、
私
が
気
づ
い
た
例
の
中
最
も
古
い
の
は
『
落

窪
物
語
』
の
文
で
あ
っ
て
、
同
書
に
は
「
面
白
の
駒
」
と
　あ

だ
な

渾
名　
せ
ら
れ
た
　ひ

ょ
う
ぶ
の
す
け

兵
部
少
輔　
に
つ
い
て
、

「
首
い
と
長
う
て
顔
つ
き
駒
の
や
う
に
て
鼻
の
い
ら
ゝ
ぎ
た
る
事
か
ぎ
り
な
し
。
ひ
ゝ
と
　

い
な
な

嘶　
き
て

　ひ
き
は
な

引
放　
れ
て
い
ぬ
べ
き
顔
し
た
り
」
と
述
べ
て
お
り
、
駒
の
嘶
き
を
「
ひ
ゝ
」
と
写
し
て
い
る
。
こ

れ
は
「
ひ
」
が
ま
だ
fi
と
発
音
せ
ら
れ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
故
、
そ
れ
に
「
ヒ
ヽ
」
と
あ
る
の
は

上
の
説
明
と
矛
盾
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
文
に
は
疑
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
　い
け
だ
き
か
ん

池
田
亀
鑑　

氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
の
本
文
が
「
ひ
ゝ
」
と
あ
る
の
は
　う

え
だ
あ
き
な
り

上
田
秋
成　
の
校
本
だ
け
で
あ
っ
て
、
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な
か
む
ら
し
ゅ
う
こ
う

中
村
秋
香　
の
『
落
窪
物
語
大
成
』
に
は
「
ひ
う
」
と
あ
り
、
伝
　ま

ぶ
ち

真
淵　
自
筆
本
に
は
「
ひ
と
」
と
あ

り
、
更
に
九
条
家
旧
蔵
本
、
真
淵
校
本
、
　ち
か
げ

千
蔭　
校
本
そ
の
他
の
諸
本
に
は
皆
「
い
う
」
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
い
ず
れ
が
原
本
の
面
目
を
存
す
る
も
の
か
は
未
だ
判
断
し
難
い
が
、「
い
う
」
と
あ
る
諸

本
も
存
す
る
以
上
、
こ
れ
を
「
ひ
ゝ
」
ま
た
は
「
ひ
う
」
で
あ
る
と
決
定
す
る
の
は
早
計
で
あ
っ

て
、
む
し
ろ
、
現
存
諸
本
中
最
も
書
写
年
代
の
古
い
九
条
家
本
（
室
町
中
期
の
書
写
）
そ
の
他
の

諸
本
に
お
け
る
ご
と
く
、「
い
う
」
と
あ
る
方
が
当
時
の
音
韻
状
態
か
ら
見
て
正
し
い
の
で
あ
る
ま

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
て
「
い
う
」
の
「
う
」
は
多
分
現
在
の
ン
の
ご
と
き
音
で
あ
っ
た
ろ

う
か
ら
、「
い
う
」
は
ヒ
ン
で
な
く
、
む
し
ろ
イ
ン
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
　し

か
の
ぶ
ざ
え
も
ん

鹿
野
武
左
衛
門　
の
『
　し

か鹿　
の
　ま

き
ふ
で

巻
筆　
』（
巻
三
、
第
三
話
）
に
、
　

さ
か
い
ち
ょ
う

堺
町　
の
芝
居

で
馬
の
脚
に
な
っ
た
男
が
　ひ

い
き

贔
屓　
の
歓
呼
に
答
え
て
「
い
ゝ
ん
〳
〵
と
　い

い云　
な
が
ら
ぶ
た
い
う
ち
を
は

ね
ま
わ
つ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
い
ゝ
ん
」
は
『
落
窪
物
語
』
の
「
い
う
」
と
通
ず
る
も
の
で
、

馬
の
嘶
き
を
「
イ
」
で
写
す
伝
統
が
元
禄
の
頃
ま
で
も
絶
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
適
例
で
あ
る
。

「
お
馬
ヒ
ン
ヒ
ン
」
と
い
う
語
は
い
つ
頃
か
ら
あ
る
か
ま
だ
確
か
め
な
い
が
、
　い
っ
く

一
九　
の
『
東
海
道

中
膝
栗
毛
』
初
編
に
は
「
ヒ
イ
ン
〳
〵
」
ま
た
は
「
ヒ
ヽ
ヒ
ン
〳
〵
」
な
ど
見
え
て
い
る
。
多
分

も
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
hi
の
音
が
既
に
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
時

分
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
っ
て
も
　
さ
し
つ
か
え

差
支　
な
い
。
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一

　　
我
が
国
の
古
典
を
読
む
に
つ
い
て
何
か
そ
の
基
礎
に
な
る
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
御
依
頼
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
我
が
国
の
古
代
の
音
韻
に
つ
い
て
お
話
申

上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
の
研
究
も
ま
だ
最
後
の
処
ま
で
行
き

着
い
て
い
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
自
分
で
も
甚
だ
不
満
足
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
し
か
し
こ

れ
ま
で
私
が
調
べ
ま
し
た
範
囲
内
で
も
、
古
典
を
お
読
み
に
な
る
よ
う
な
場
合
に
多
少
参
考
に
な

る
よ
う
な
こ
と
は
申
上
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
古
代
の
音
韻
と
題
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
現
今
の
言
語
研
究
の
上
に
「
音
韻
」
と
「
音
声
」
と

を
区
別
し
て
使
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ず
こ
の
お
話
で
は
、
格
別
そ
う
い
う
厳
密

な
区
別
を
設
け
な
い
で
、
た
だ
音
韻
と
言
っ
て
お
い
た
の
で
、
つ
ま
り
言
語
の
　お

ん音　
の
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
言
語
の
音
は
、
現
在
の
言
語
で
あ
れ
ば
直
接
我
々
が
耳
に
聴
い
て
判
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

昔
の
言
語
に
な
り
ま
す
と
、
昔
の
人
が
話
し
て
い
た
の
を
我
々
は
直
接
に
耳
に
聴
く
こ
と
は
出
来

ま
せ
ぬ
。
今
の
言
語
で
あ
れ
ば
、
直
接
耳
に
聞
え
る
音
を
対
象
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
が
、
昔
の
言
語
で
あ
り
ま
す
と
、
自
然
、
言
語
の
音
を
文
字
で
写
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
音
を
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代
表
す
る
文
字
に
基
づ
い
て
研
究
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
全
体
こ
の
言
語
の
音
を
研
究
す
る
に
つ
い
て
先
ず
第
一
に
大
切
な
こ
と
は
、
ど
れ
だ
け
の
違
っ

た
音
で
そ
の
言
語
が
組
立
て
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
言
語
に
は
ど
れ
だ
け
の

違
っ
た
音
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
口
で
発
す
る
こ
と
の
出
来
る
音
は
実

に
無
数
で
あ
り
ま
す
。
随
分
色
々
の
音
を
発
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
り
ま
す
が
、
言
語
と
し

て
は
、
そ
の
中
の
幾
つ
か
の
或
る
き
ま
っ
た
音
だ
け
を
用
い
そ
の
他
の
も
の
は
用
い
な
い
と
い
う

よ
う
に
き
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
我
々
が
外
国
語
を
学
修
す
る
場
合
に
よ
く
解
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
外
国
語
で
は
ti
tu
と
い
う
音
は
何
で
も
な
く
幾
ら
で
も
用
い
ま
す
。

こ
う
い
う
音
は
外
国
語
で
は
普
通
の
音
で
す
が
、
日
本
語
で
は
用
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
う
風
に
言
語
の
違
う
に
よ
っ
て
或
る
音
は
或
る
国
で
使
う
け
れ
ど
も
或
る
国
の
言
語
で
は
使
わ

な
い
と
い
う
風
の
違
い
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
単
に
、
相
異
な
る
言
語
、
日
本
語
と
英

語
と
い
う
よ
う
な
全
く
違
っ
た
言
語
の
間
に
そ
う
い
う
違
い
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
言
語

に
お
い
て
も
や
は
り
時
代
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
古
い
時
代
の
言
語
と
新
し
い
時
代

の
言
語
の
間
に
は
、
昔
用
い
て
お
っ
た
音
が
後
に
な
る
と
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
ま
た
昔
用
い
ら

れ
な
か
っ
た
音
が
後
に
な
る
と
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
色
々
変
っ
て
来
る
の

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
違
っ
た
音
が
幾
つ
あ
る
か
、
言
い
か
え
れ
ば
幾
つ
の
違
っ
た
音
を
用
い
る
か
と
い
う
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こ
と
が
、
或
る
一
つ
の
言
語
を
研
究
す
る
場
合
に
一
番
大
切
な
事
柄
で
あ
り
ま
す
。
一
般
に
、
或

る
時
代
の
言
語
に
用
い
ら
れ
る
違
っ
た
音
の
数
は
ち
ゃ
ん
と
　き定　
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ご

く
粗
雑
な
考
え
方
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
語
を
書
く
の
に
仮
名
四
十
七
字
、
そ
れ
に
「
ん
」
が
加

わ
っ
て
四
十
八
字
、
そ
れ
だ
け
で
も
と
も
か
く
日
本
語
の
あ
ら
ゆ
る
音
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
訳

で
、
そ
の
仮
名
の
数
と
い
う
も
の
は
定
ま
っ
て
い
る
。
も
し
日
本
語
に
無
数
の
違
っ
た
音
が
あ
る

な
ら
ば
、
き
ま
っ
た
数
の
仮
名
で
書
け
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　も
ち
ろ
ん

勿
論　
こ
れ
は
、
仮
名
が

四
十
八
字
あ
る
の
で
そ
れ
で
違
っ
た
音
は
四
十
八
し
か
な
い
、
と
い
う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例

え
ば
「
キ
」
と
「
ヤ
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
音
で
す
が
「
キ
ャ
」
と
い
う
音
は
「
キ
」
で
も
な
い

「
ヤ
」
で
も
な
い
違
っ
た
音
で
、
こ
れ
も
キ
と
ヤ
の
字
で
書
く
。
キ
と
ヤ
と
キ
ャ
と
三
つ
の
違
っ
た

音
が
二
つ
の
文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
文
字
の
使
い
方
に
よ
っ
て

別
の
音
も
表
わ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
違
っ
た
文
字
が
四
十
八
し
か
な
い
か
ら
違
っ
た
音
も

四
十
八
し
か
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
そ
う
沢
山
の
音
が

あ
る
訳
で
は
な
く
、
一
定
数
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
存
外
多
く
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
の
仮
名
は
「
キ
」
と
い
う
音
な
ら
「
キ
」
と
し
て
一
つ
の
字
で
表
わ
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
キ
の

音
を
分
解
し
て
み
れ
ば
更
に
ｋ
の
音
と
ｉ
の
音
と
に
分
解
で
き
ま
す
。
こ
ん
な
に
分
解
し
て
み
る

と
、
違
っ
た
音
の
数
は
も
っ
と
減
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
分
解
し
て
み
る
と
、
東
京
あ
た

り
の
標
準
的
発
音
に
お
い
て
は
二
十
五
ぐ
ら
い
の
音
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
く
ら
べ
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て
英
語
な
ん
か
は
か
な
り
音
の
数
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
三
十
あ
ま

り
で
し
ょ
う
。
ド
イ
ツ
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
大
体
そ
ん
な
も
の
で
す
。
そ
れ
位
の
数
の
、
違
っ

た
音
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
色
々
に
組
合
せ
て
そ
の
言
語
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
語
が
出
来
上
っ
て
い

る
訳
で
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
言
語
を
用
い
て
い
る
人
は
、
そ
れ
だ
け
の
音
を
聞
き
分
け
ま
た
使
い

分
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
そ
の
言
語
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
違
っ
た
音
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
と
し

て
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
音
の
違
い
と
い
う
も
の
は
言
葉

の
意
味
に
関
係
し
て
来
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
　イ
シ石　
」
と
い
う
語
と
「
　イ

ス

椅
子　
」
と
い
う
語

は
、
我
々
は
こ
れ
を
聴
い
て
確
か
に
別
の
語
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
判
る
。
す
な
わ
ち
「
シ
」

の
音
と
「
ス
」
の
音
と
を
我
々
が
耳
に
聴
き
分
け
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。「
イ
ル
」
と
「
エ
ル
」
と

も
、
我
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
別
の
語
だ
と
わ
か
る
の
で
す
が
、「
イ
ル
」
と
「
エ
ル
」
と
の
間
に
お

い
て
「
イ
」
の
音
と
「
エ
」
の
音
と
が
違
っ
て
い
る
た
め
に
「
イ
ル
」
と
い
う
語
と
「
エ
ル
」
と

い
う
語
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
解
る
の
で
す
。「
マ
ド
」
と
「
マ
ト
」、「
ヌ
ク
」
と
「
ヌ

グ
」
も
、
ト
と
ド
、
ク
と
グ
を
聴
き
分
け
て
、
こ
れ
は
違
っ
た
語
だ
と
知
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か

よ
う
に
音
の
違
い
が
語
の
違
い
の
標
識
に
な
る
。
語
が
違
う
の
は
つ
ま
り
意
味
が
違
う
の
で
す
か

ら
、
音
の
違
い
は
意
味
を
識
別
す
る
　

し
る
し

標　
に
な
る
。
そ
れ
で
音
の
区
別
は
大
切
な
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
シ
と
ス
、
イ
と
エ
、
ト
と
ド
、
ク
と
グ
な
ど
の
音
を
互
い
に
違
っ
た
音
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と
し
て
区
別
す
る
の
は
、
我
々
に
は
常
の
こ
と
で
す
か
ら
、
我
々
は
当
然
別
の
音
だ
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
を
区
別
し
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、

こ
れ
ら
の
音
は
音
の
性
質
上
い
つ
で
も
別
の
音
で
あ
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の

で
あ
っ
て
、
或
る
国
に
　ゆ往　
け
ば
「
マ
ド
」
も
「
マ
ト
」
も
音
と
し
て
区
別
し
な
い
と
い
う
所
も
あ
る

の
で
す
。
我
々
は
「
サ
シ
ス
セ
ソ
」
と
「
シ
ャ
シ
シ
ュ
シ
ェ
シ
ョ
」
を
別
の
音
と
聴
き
ま
す
け
れ

ど
も
、
ア
イ
ヌ
人
な
ど
に
な
る
と
、
言
語
の
音
と
し
て
同
じ
音
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
語
は
「
シ
ャ
」
と
い
う
か
「
サ
」
と
言
う
か
と
尋
ね
る
と
、
ど
ち
ら
も
同
じ
で
は
な
い
か
と
言

う
。
す
な
わ
ち
ア
イ
ヌ
人
に
は
言
葉
と
し
て
は
「
シ
ャ
」
で
も
「
サ
」
で
も
同
じ
こ
と
で
、
そ
れ

を
同
じ
音
と
し
て
考
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
言
語
の
音
を
区
別
し

て
別
の
音
と
す
る
の
は
、
音
自
身
の
も
っ
て
い
る
性
質
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
音
を
聴
き
、
あ
る

い
は
使
う
人
の
心
の
中
で
の
心
理
的
の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
言
語
の
違
う
に
従
っ
て

違
っ
て
お
り
ま
す
。
我
々
は
「
サ
ケ
」
と
「
シ
ャ
ケ
」
が
間
違
っ
た
ら
飛
ん
で
も
な
い
間
違
い
を

起
し
ま
す
が
、
ア
イ
ヌ
人
は
「
サ
ケ
」
も
「
シ
ャ
ケ
」
も
音
と
し
て
は
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
。
そ

れ
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
言
語
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
音
を
同
じ
音
と
し
、
ど
う
い
う
音

を
違
っ
た
音
と
し
て
聴
く
か
と
い
う
き
ま
り
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
或
る
言
語
に
お
い

て
ど
れ
だ
け
の
音
を
違
っ
た
音
と
し
て
区
別
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
問
題
と
な
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
今
言
っ
た
通
り
言
語
の
意
味
に
関
係
し
て
来
る
。
違
っ
た
語
で
あ
る
と
い
う
こ



15 古代国語の音韻に就いて

と
は
主
と
し
て
音
に
よ
っ
て
識
別
し
、
音
が
違
っ
て
い
る
か
ら
違
っ
た
語
で
あ
る
と
い
う
風
に
考

え
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
訳
で
す
か
ら
、
古
典
を
研
究
し
古
典
の
意
味
を
解
釈
す
る
と
い
う
場
合
に
お
い
て
も
、

昔
の
人
が
ど
れ
だ
け
の
音
を
聴
き
分
け
、
言
い
分
け
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
が
大
切

で
あ
り
ま
す
。

　
現
在
の
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
音
の
違
い
と
い
う
こ
と
は
音
そ
の
も
の
を
聴
い
て
そ
れ
で
判

り
ま
す
。
そ
の
言
語
を
使
っ
て
い
る
人
な
ら
ば
、
こ
の
音
と
こ
の
音
は
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
口

を
大
き
く
し
て
言
う
「
ア
」
の
音
、
口
を
余
り
開
か
な
い
で
言
う
「
ア
」
の
音
、
そ
う
い
う
音
は

日
本
人
の
耳
に
は
ど
ち
ら
も
同
じ
音
と
聞
く
の
で
す
。
普
通
日
本
人
は
皆
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
が
、
英
国
人
な
ど
は
そ
れ
を
違
っ
た
音
と
し
て
区
別
し
て
聴
く
の
で
あ
り
ま
す
。m

a
rk
et

と

m
a
tch

とm
u
ch

のm
a
r-

m
a
-
m
u
-

の
部
分
は
英
国
人
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
音
と
し
て
聞
き
、

こ
れ
を
違
え
れ
ば
意
味
も
違
っ
て
来
ま
す
が
、
日
本
人
は
同
じ
「
マ
」
の
音
と
し
て
聴
く
の
で
あ
り

ま
す
。
か
よ
う
な
音
の
異
同
は
そ
れ
を
使
っ
て
い
る
人
に
つ
い
て
聞
い
て
み
れ
ば
解
る
訳
で
、
さ

よ
う
に
し
て
調
べ
れ
ば
、
そ
の
言
語
で
は
ど
れ
だ
け
の
音
を
違
っ
た
音
と
し
て
聴
き
分
け
る
か
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
は
ず
で
す
。
そ
の
音
の
数
は
同
じ
言
語
で
も
時
代
に
よ
り
ま
た
土
地
に
よ
っ

て
違
う
も
の
で
、
同
じ
日
本
語
で
も
一
口
に
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
「
エ
」
と
「
イ
」
の
区
別
は
日

本
で
も
処
に
よ
っ
て
は
判
ら
ず
、「
イ
シ
」
だ
か
「
エ
シ
」
だ
か
区
別
が
付
か
な
い
処
が
あ
る
。
で
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あ
る
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
言
語
に
つ
い
て
別
々
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま

す
が
、
或
る
一
地
方
の
言
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
言
語
に
用
い
る
違
っ
た
音
の
数
と
い
う
も
の
は

き
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
一
定
数
の
違
っ
た
音
を
色
々
に
組
合
せ
て
そ
の
言
語
は
出
来
上
っ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
の
音
を
色
々
に
組
合
せ
て
一
々
の
語
の
形
が
出
来
、
そ
う
し
て

色
々
の
違
っ
た
意
味
を
違
っ
た
音
の
形
に
よ
っ
て
言
い
分
け
る
、
す
な
わ
ち
、
区
別
し
て
示
す
の

で
あ
る
。
そ
の
一
定
の
言
語
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
違
っ
た
音
の
数
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う

音
と
こ
う
い
う
音
と
こ
う
い
う
音
と
い
う
風
に
ち
ゃ
ん
と
き
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本

語
な
ら
ば
母
音
は
ア
イ
ウ
エ
オ
の
五
つ
で
す
が
、
英
語
に
な
る
と
母
音
は
な
か
な
か
沢
山
あ
り
ま

す
。「
イ
」
で
も
舌
に
力
を
入
れ
て
し
っ
か
り
発
す
る
「
イ
」
と
、
少
し
力
を
抜
い
て
言
う
「
イ
」

と
を
別
の
音
と
し
て
聴
き
分
け
言
い
分
け
て
い
る
。「
エ
」
で
も
日
本
の
「
エ
」
よ
り
も
も
っ
と
舌

に
力
を
入
れ
て
言
う
「
エ
」
と
、
舌
を
下
げ
て
　う

わ
あ
ご

上
顎　
と
の
間
を
広
く
し
て
言
う
「
エ
」
と
を
区
別

す
る
と
い
う
風
に
、
色
々
沢
山
違
っ
た
母
音
を
用
い
る
。
そ
れ
で
或
る
一
定
の
言
語
で
は
こ
う
い

う
音
と
こ
う
い
う
音
と
こ
う
い
う
音
と
を
用
い
る
と
い
う
風
に
、
こ
れ
に
用
い
る
音
の
数
が
ち
ゃ

ん
と
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
だ
け
の
音
は
、
一
つ
一
つ
は
互
い
に
違
っ
た
音
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
決
し
て
互
い
に
孤
立
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
が
し
っ
か
り
と
組

合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
或
る
語
を
発
音
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
組
合
っ
て
い
る

多
く
の
音
の
中
の
ど
れ
か
を
取
り
出
し
て
、
一
つ
ず
つ
順
次
に
発
音
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
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人
の
言
語
を
聞
く
場
合
に
も
、
耳
に
聞
え
て
来
る
音
を
、
そ
の
組
合
せ
の
中
の
ど
れ
か
で
あ
る
と

し
て
聴
き
取
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
程
言
っ
た
よ
う
に
英
語
で
はm

a
rk
et,

m
a
tch

,
m
u
ch

と

い
う
場
合
に
、m

a
r-

とm
a
-

とm
u
-

と
は
別
々
の
音
で
あ
っ
て
、
英
国
人
は
、
こ
れ
を
違
っ

た
音
と
し
て
聴
く
の
で
す
が
、
日
本
人
は
こ
れ
を
一
つ
の
音
と
し
て
聴
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
聴
く
人
の
頭
の
中
に
こ
の
音
と
こ
の
音
と
い
う
風
に
ち
ゃ
ん
と
そ
の
音
の
観
念
が
出
来
て
い
て
、

そ
れ
が
互
い
に
組
合
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
排
除
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
、
我
々
が
言
語
を
発
す
る
時
に
は
そ
の
中
の
ど
れ
か
を
使
う
の
で
、
そ
れ
以
外
の
音
は
用

い
な
い
。
聴
く
場
合
も
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
聴
く
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
外
国
か
ら
言
葉
が
入
っ

て
来
る
場
合
に
、
聞
く
人
の
言
語
の
も
っ
て
い
る
音
に
合
わ
な
い
よ
う
な
音
が
あ
る
と
、
そ
の
音

を
変
え
て
、
聞
く
人
の
言
語
に
あ
る
諸
音
の
中
の
ど
れ
か
に
合
う
よ
う
に
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
と
い
う
国
の
名
はT

ib
et

で
あ
り
ま
す
が
、「
テ
ィ
」（
ti
）
と
い
う
音
は
日
本

語
に
な
い
の
で
、
ど
の
音
に
も
　う
ま旨　
く
　は
ま嵌　
ら
な
い
。
そ
れ
で
そ
の
語
を
我
々
が
使
う
場
合
に
は
、
日

本
語
の
中
に
あ
る
そ
れ
に
似
た
音
に
か
え
て
、
チ
ベ
ッ
ト
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
語
に
な

い
よ
う
な
音
は
押
し
出
し
て
し
ま
っ
て
、
日
本
語
に
あ
る
よ
う
な
音
と
し
て
使
う
。
ま
た
我
々
の

使
っ
て
い
る
メ
リ
ヤ
ス
と
い
う
語
、
こ
れ
も
古
い
ス
ペ
イ
ン
の
語
で
あ
り
ま
し
てm

ed
ia
s

と
い

う
語
で
す
が
「
デ
ィ
」
と
い
う
音
が
日
本
に
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
日
本
に
あ
る
そ
れ
に
似
た
音
に

し
て
、
メ
リ
ヤ
ス
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。「
デ
ィ
」
は
聴
い
た
感
じ
が
「
リ
」
と
似
て
お
り
ま
す
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か
ら
、
メ
リ
ヤ
ス
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
日
本
語
に
な
い
音
が
入
っ
て
来
て
も
、

こ
れ
ま
で
我
々
が
も
っ
て
い
る
色
々
違
っ
た
音
の
組
合
せ
の
中
の
ど
れ
か
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ

り
ま
す
、
そ
う
い
う
風
に
、
あ
る
き
ま
っ
た
言
語
に
お
い
て
用
い
る
あ
ら
ゆ
る
音
の
組
合
せ
を
音

韻
組
織
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
オ
ル
ガ
ン
と
か
ピ
ア
ノ
の
キ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
、
一
つ
の
言
語
に
は
ち
ゃ

ん
と
き
ま
っ
た
数
の
キ
ー
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
音
を
発
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
の
ど

れ
か
を
　た

た叩　
く
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
以
外
の
音
は
出
な
い
。
半
音
ず
つ
の
違
い
に
よ
っ
て
一
箇

ず
つ
キ
ー
が
附
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
の
ど
れ
か
を
使
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
以
外
の
音

は
出
な
い
。
一
つ
の
ピ
ア
ノ
と
か
オ
ル
ガ
ン
と
か
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
キ
ー
は
限
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
一
つ
の
言
語
に
用
い
る
違
っ
た
音
は
一
定
数
の
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
作
り

つ
け
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
訳
で
す
。
し
か
し
ピ
ア
ノ
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
え
る
こ
と

は
出
来
ま
せ
ぬ
。
い
つ
ま
で
も
同
じ
数
だ
け
な
の
で
す
が
、
言
語
に
お
い
て
は
或
る
一
時
代
の
言

語
に
あ
っ
た
そ
う
い
う
音
韻
組
織
は
、
時
の
移
る
と
共
に
段
々
変
っ
て
行
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

幾
つ
か
き
ま
っ
た
数
だ
け
使
わ
れ
て
お
っ
た
そ
の
音
自
身
が
段
々
変
っ
て
行
く
。
或
る
場
合
に
は

一
つ
の
音
が
二
つ
に
分
れ
、
或
る
場
合
に
は
二
つ
の
音
が
同
じ
一
つ
の
音
に
な
る
。
そ
う
す
る
と

前
の
時
代
と
は
全
体
の
組
合
せ
が
多
少
違
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
無
論
あ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

　
現
代
語
に
つ
い
て
は
、
今
申
し
た
通
り
、
ど
れ
だ
け
違
っ
た
音
を
区
別
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
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自
身
が
直
接
に
そ
の
言
語
を
聴
き
、
ま
た
現
在
そ
の
言
語
を
使
っ
て
い
る
人
々
に
尋
ね
て
み
て
判

る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
古
代
の
言
語
に
つ
い
て
は
、
昔
の
人
が
ど
れ
だ
け
の
違
っ
た
音
を

聴
き
分
け
言
い
分
け
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
昔
の
人
の
文
字
に
書
い
た
も
の
に
よ
っ
て
知

る
ほ
か
方
法
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
字
に
書
い
た
も
の
と
言
っ
て
も
色
々
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
漢
字
の
意
味
を
取
っ
て
日
本
語
を
書
い
て
、
例
え
ば
「
ヤ
マ
」
と
い
う
語
を
「
山
」
の
字
で
書

く
。
こ
れ
は
「
サ
ン
」
と
い
う
漢
字
で
あ
っ
て
、
支
那
に
お
い
て
既
に
「
ヤ
マ
」
と
い
う
意
味
を

表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
を
日
本
語
の
「
ヤ
マ
」
と
い
う
語
の
意
味
が
ち
ょ
う
ど
支
那
の
「
山
」
と

い
う
字
の
意
味
に
当
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、「
山
」
の
字
を
書
い
て
「
ヤ
マ
」
と
い
う
日
本
語

を
表
わ
さ
し
め
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
表
わ
し
方
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
う
い
う
風
に
日
本

語
を
書
い
た
も
の
で
は
、
今
言
っ
た
よ
う
な
、
昔
の
人
が
ど
れ
だ
け
の
音
を
聴
き
分
け
た
か
と
い

う
こ
と
は
判
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
知
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
日
本
語
の
音
を
書
い
た
も
の
、「
ヤ

マ
」
と
い
う
語
な
ら
ば
「
也
麻
」
と
書
く
と
か
、
仮
名
で
「
や
ま
」
と
書
く
と
か
、
こ
う
い
う
風

に
音
を
写
し
た
も
の
に
よ
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
片
仮
名
、
平
仮
名
、
あ

る
い
は
も
っ
と
古
い
時
代
で
は
万
葉
仮
名
、
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
日
本
語
を
書
き
写
し
た
も

の
、
そ
れ
を
材
料
に
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
昔
の
人
が
ど
れ
だ
け
の
音
を
言
い
分
け
聴
き
分
け
て

お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
日
本
語
の
音
を
文
字
で
写
し
た
場
合
に
、
も
し
同
じ
音
は
い
つ
で
も
同
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じ
文
字
で
書
く
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
問
題
は
余
程
簡
単
に
な
り
ま
す
。
い
つ
で
も
「
ヤ
」

と
い
う
音
は
「
や
」
と
い
う
字
で
書
き
、
こ
れ
以
外
の
字
で
は
書
か
な
い
の
な
ら
ば
、
音
の
区
別

と
い
う
も
の
と
文
字
の
違
い
と
い
う
も
の
と
、
ぴ
た
っ
と
一
致
し
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

違
っ
た
文
字
が
幾
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
、
違
っ
た
音
が
幾
つ
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は

は
っ
き
り
判
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
そ
う
簡
単
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現

代
の
言
語
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
よ
く
解
る
こ
と
で
す
が
、
我
々
は
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
仮

名
で
日
本
語
を
書
い
た
場
合
に
は
大
抵
同
じ
音
は
い
つ
も
同
じ
文
字
で
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
風

に
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
例
え
ば
「
や
ま
」
な
ら
「
や
ま
」
と
い
う
字
、
こ
れ
は
片
仮
名
と
平

仮
名
と
が
あ
り
ま
し
て
「
ヤ
マ
」
と
も
書
け
ば
「
や
ま
」
と
も
書
く
。
こ
の
片
仮
名
と
平
仮
名
と

で
も
同
じ
で
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
別
に
し
て
、
平
仮
名
の
場
合
に

つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、
現
代
に
お
い
て
変
体
仮
名
を
使
い
ま
す
か
ら
、
同
じ
音
を
い
つ
も
同
じ

文
字
で
は
書
か
ず
色
々
違
っ
た
書
き
方
を
し
て
お
り
ま
す
。「
ア
」
の
音
で
も
「
あ
」
と
も
「

」
と
も
書
く
。
こ
れ
は
現
代
の
言
語
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
で
も
音
と
し
て
は
同
じ
音
だ
と
い
う
こ

と
が
解
っ
て
お
り
ま
す
が
、
形
か
ら
見
る
と
「
あ
」
と
「

」
は
何
ら
関
係
の
な
い
形
で
あ
り
ま

す
。「
カ
」
で
も
「
か
」
も
あ
れ
ば
「

」
も
あ
り
「

」
と
い
う
字
も
あ
っ
て
、
同
じ
音
で
あ

り
な
が
ら
、
し
か
も
形
が
皆
違
っ
て
お
り
ま
す
。
字
と
し
て
は
違
っ
た
字
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い

う
も
の
は
幾
ら
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
我
々
が
今
使
っ
て
い
る
言
語
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
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語
で
あ
り
同
じ
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
判
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
昔
の
人

の
書
い
た
も
の
に
つ
い
て
昔
の
音
を
研
究
し
て
み
よ
う
と
い
う
場
合
に
は
現
代
に
お
い
て
我
々
が

そ
れ
を
同
じ
音
で
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
余
り
大
し
た
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
昔
の
人
が
ど
ん
な

風
に
発
音
し
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
判
ら
な
け
れ
ば
駄
目
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
昔
の
人
が

ど
ん
な
発
音
を
し
て
お
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
は
直
接
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
こ
の
「
あ
」、「

」、「
か
」、「

」、「

」
な
ど
の
字
を
た
よ
り
に
し

て
、
そ
れ
が
同
じ
音
で
あ
っ
た
か
、
違
っ
た
音
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
り
仕
方
が

な
い
。
字
を
た
よ
り
に
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
違
っ
た
文
字
は
、
ま
ず
別
の
も
の
と
し
て
取

り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
同
じ
音
に
発
音
し
た
か
違
っ
た
音
に
発
音
し
た
か
と
い
う
こ

と
は
、
我
々
は
　

あ
ら
か
じ

予　
め
決
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
、
現
代
に
お
い
て
は
平
仮
名
に
お
い
て
変
体
仮
名
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
同
じ
音
を

あ
ら
わ
す
の
に
色
々
違
っ
た
形
の
文
字
が
あ
り
ま
す
。
片
仮
名
に
は
今
で
は
変
体
仮
名
は
あ
り
ま

せ
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
片
仮
名
に
は
そ
ん
な
も
の
は
全
然
な
い
か
と
い
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い

の
で
、
今
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
古
い
時
代
に
は
幾
ら
か
あ
っ
て
、「
キ
」
に
対
し
て
「

」
と
い
う
形

が
あ
っ
て
、「
キ
」
と
同
じ
所
に
用
い
て
あ
り
ま
す
。「
ミ
」
に
対
し
て
、「

」
と
い
う
形
「
ア
」

の
字
に
間
違
え
ら
れ
や
す
い
も
の
が
あ
る
。「
ワ
」
に
対
し
て
「
禾
」
と
い
う
形
が
あ
る
。「
ノ
」

に
対
し
て
「

」
と
い
う
形
が
あ
る
。「
ホ
」
に
対
し
て
「

」、
こ
ん
な
形
が
よ
く
用
い
ら
れ
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て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
片
仮
名
で
も
や
は
り
昔
の
言
語
の
音
を
知
ろ
う
と
い
う
場
合
に

は
、
字
の
違
い
が
す
な
わ
ち
音
の
違
い
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
こ
れ

と
が
同
じ
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
予
め
き
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
今
日
の
普
通
の
書
き
方
に
よ
れ
ば
「
キ
ヤ
ウ
」
と
書
い
て
も
「
キ
ヨ
ウ
」
と
書
い
て

も
「
ケ
ウ
」
と
書
い
て
も
「
ケ
フ
」
と
書
い
て
も
「
キ
ョ
ー
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
に
今
日

の
言
語
に
お
い
て
は
同
じ
音
で
あ
り
ま
す
が
、
字
の
形
は
皆
違
っ
て
お
り
ま
す
。
字
の
形
を
た
よ

り
に
し
て
み
れ
ば
こ
れ
は
皆
違
っ
た
形
で
あ
る
か
ら
違
っ
た
音
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実

際
に
お
い
て
は
皆
同
じ
発
音
を
し
て
い
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
「
孔
子
」
も
仮
名
で
は
「
こ
う
し
」

と
書
き
ま
す
し
、「
犢
」
も
「
こ
う
し
」
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
は
眼
に
見
え
る
形
は
同
じ
で
あ
っ
て

も
発
音
は
違
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
昔
に
な
か
っ
た
と
も
言
え
な
い
。「
お
る
」「
を
る
」

「
と
ほ
る
」「
あ
ふ
ひ
」
の
「
お
」「
を
」「
ほ
」「
ふ
」
は
、
今
日
で
は
皆
同
じ
オ
の
音
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
発
音
は
同
じ
で
字
が
違
っ
て
い
る
。
字
の
方
を
土
台
に
し
て
考
え
て
み
る
と
違
っ
た
よ
う

に
見
え
な
が
ら
、
実
際
は
そ
の
発
音
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
我
々
の
眼
の
前
に

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
昔
に
お
い
て
も
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
。
字
に
書

い
た
も
の
を
土
台
に
し
て
調
べ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
す
ぐ
こ
ん
な
問
題
に
　ぶ

つ

打
突　
か
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　
古
い
時
代
の
古
典
は
、
国
語
の
音
は
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
万
葉
仮
名
は
ど
う
か
と
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言
い
ま
す
と
、
平
仮
名
や
片
仮
名
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
の
で
、
同
じ
音
に
対
し
て
非
常
に
沢

山
の
違
っ
た
文
字
が
使
っ
て
あ
る
。
例
え
ば
今
日
我
々
が
「
ア
」
と
読
ん
で
い
る
中
に
で
も
「
阿
」

「
婀
」「
鞅
」「
安
」
の
よ
う
な
色
々
の
文
字
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
字
を
　

こ
と
ご
と

悉　
く
我
々
は
「
ア
」
と

読
ん
で
い
る
。「
ア
」
と
読
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
我
々
が
「
ア
」
だ
と
考
え
、
皆
同
じ
音
だ
と

考
え
て
そ
う
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
テ
」
に
し
て
も
「
弖
」「
帝
」「
底
」「
諦
」「
題
」「
堤
」

「
提
」「
天
」
こ
ん
な
色
々
な
字
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
我
々
今
日
「
テ
」
と
読
ん
で
い
る
。
字

と
し
て
み
れ
ば
皆
違
っ
た
字
で
、
し
か
も
非
常
に
沢
山
違
っ
た
文
字
が
使
っ
て
あ
る
。
字
が
違
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
「
阿
」
と
「
婀
」
と
「
鞅
」
と
「
安
」
の
違
い
も
、
こ
れ
ら
と

「
弖
」「
帝
」「
底
」
な
ど
と
の
違
い
も
同
じ
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
区
別
は
な
い
。
そ
れ
だ
の

に
我
々
は
、「
阿
」「
婀
」「
鞅
」「
安
」
等
を
皆
ア
と
読
ん
で
同
じ
音
の
字
と
し
、「
弖
」「
帝
」「
底
」

等
を
皆
テ
と
よ
ん
で
同
じ
音
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
「
阿
」
…
…
の
類
と
「
弖
」
…
…
の
類
と
は
互

い
に
違
っ
た
音
の
文
字
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
々
が
そ
う
い
う
風
に
区
別
し
て

い
る
だ
け
で
、
昔
の
人
も
我
々
と
同
じ
く
こ
れ
ら
の
文
字
を
「
ア
」
と
い
う
音
「
テ
」
と
い
う
音

に
読
ん
だ
か
、
ま
た
我
々
が
同
じ
音
に
読
む
多
く
の
文
字
の
中
、
昔
は
或
る
も
の
は
或
る
一
つ
の

音
に
よ
み
、
或
る
も
の
は
他
の
違
っ
た
音
に
よ
ん
だ
こ
と
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
そ
う
読
む
か
ら
昔
で
も
そ
う
だ
っ
た

と
考
え
る
の
は
、
独
断
と
い
う
よ
り
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
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そ
う
し
て
見
る
と
、
古
い
時
代
の
言
語
の
音
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
は
、
言
語
の
音
を
写
し

た
万
葉
仮
名
（
仮
名
や
片
仮
名
で
も
よ
ろ
し
い
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、

仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
文
字
は
非
常
に
沢
山
あ
り
ま
す
。
万
葉
仮
名
は
す
べ
て
で
恐
ら
く
千
以

上
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
皆
一
々
違
っ
た
音
を
あ
ら
わ
し
た
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん

が
、
と
に
か
く
文
字
は
皆
違
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
中
の
ど
れ
だ
け
が
同
じ
音
で
、
ど
れ

だ
け
が
互
い
に
違
っ
た
音
で
あ
る
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
は
予
め
決
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

よ
く
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
現
代
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
変
体
仮
名
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
同
じ
音
を
色
々
違
っ
た
文
字

で
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
現
代
に
お
い
て
は
変
体
仮
名
と
い
う
も
の
は
、
　せ

い
た
い

正
体　
の
仮

名
に
対
す
る
も
の
で
、「
か
」
な
ら
ば
「
か
」
は
正
し
い
形
と
し
て
「

」
と
か
「

」
と
か
い

う
も
の
、
ま
だ
幾
ら
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
「
か
」
の
か
わ
っ
た
形
と
認
め
、
結
局

「
か
」
の
代
用
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
正
体
の
仮
名
は
全
体
幾
つ
あ
る
か
と
い
う

と
、
こ
れ
は
普
通
な
ら
ば
「
い
ろ
は
」
の
四
十
七
、
そ
の
他
に
「
ん
」
が
別
に
加
わ
っ
て
お
り
ま

す
が
、
ま
ず
四
十
七
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
「
い
ろ
は
」
で
あ
り
ま
す
。
今
は

よ
く
五
十
音
が
使
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
十
音
の
中
に
は
仮
名
と
し
て
同
じ
形
を
し
て
い
る
も

の
が
三
つ
あ
っ
て
、
ア
行
の
「
い
」
と
ヤ
行
の
「
い
」、
ア
行
の
「
う
」
と
ワ
行
の
「
う
」、
ア
行
の

「
え
」
と
ヤ
行
の
「
え
」
は
字
と
し
て
は
区
別
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
仮
名
と
し
て
見
れ
ば
五
十
音
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の
中
か
ら
三
つ
引
い
た
四
十
七
、
つ
ま
り
「
い
ろ
は
」
と
同
じ
訳
で
す
。
そ
の
他
に
「
ん
」
が
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
現
代
に
お
い
て
は
「
い
ろ
は
」
四
十
七
と
「
ん
」、
こ
れ
が
現
代
に
お
け
る
違
っ

た
音
を
代
表
す
る
仮
名
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
そ
れ
で
現
代
の
違
っ
た
音
を
す
べ
て
代
表
し
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
そ
の
他
に
濁
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
十
八
ば
か
り
。
そ
れ
か
ら
　つ

ま促　
っ
た
音
、

そ
れ
は
「
つ
」
と
い
う
字
を
書
く
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
仮
名
は
普
通
の
「
つ
」
の
音

に
読
む
場
合
と
、「
有
つ
た
」
と
い
う
風
に
促
っ
た
音
と
、
二
つ
の
用
を
な
し
て
い
る
。
音
と
し
て

は
二
種
の
も
の
を
表
わ
す
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
拗
音
、「
き
や
」
と
書
い
て
「
キ
ャ
」
と
読

む
。
こ
れ
も
仮
名
を
二
つ
合
せ
て
書
い
た
別
の
音
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
長
音
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
音
は
「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
で
は
代
表
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
だ
か
ら
「
い
ろ
は
」
四
十
七
で
は
足
り
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
足
り
な
い
で
は

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
が
大
体
に
お
い
て
現
代
の
音
の
区
別
を

或
る
程
度
ま
で
代
表
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
そ
の
「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
の
中
に
は
、
実
際
の
音
と
し
て
は
同
じ
も
の
が
あ
る
。

仮
名
と
し
て
は
違
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
発
音
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
い
」
と
「
ゐ
」、

「
を
」
と
「
お
」、「
え
」
と
「
ゑ
」。
こ
れ
は
現
代
の
日
本
語
で
は
同
じ
発
音
で
あ
り
ま
す
。
　か

な
づ
か
い

仮
名
遣　

の
上
で
は
区
別
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
の
発
音
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
四
十
七
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字
は
実
際
の
音
と
し
て
は
四
十
四
音
し
か
表
わ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
五
十

音
図
は
、
前
に
言
っ
た
通
り
仮
名
と
し
て
区
別
の
な
い
も
の
が
三
つ
、
仮
名
と
し
て
区
別
が
あ
っ

て
も
今
言
っ
た
よ
う
に
発
音
と
し
て
は
同
じ
も
の
が
三
つ
あ
っ
て
、
六
つ
だ
け
余
計
あ
る
訳
で
あ

る
。
そ
う
で
す
か
ら
、
五
十
音
の
中
か
ら
六
つ
引
い
た
四
十
四
だ
け
が
音
と
し
て
現
在
我
々
が
言

い
分
け
聴
き
分
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
上
は
音
と
し
て
区
別
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
風
に
発
音
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
も
仮
名
と
し
て
は
違
っ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
仮
名
と
し
て
は
使
い
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
場

合
に
「
い
」
を
使
い
、
ど
う
い
う
場
合
に
「
ゐ
」
を
使
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
音
で

聴
い
た
と
こ
ろ
で
は
判
ら
な
い
。
犬
の
「
イ
」
と
い
う
音
を
ど
れ
ほ
ど
考
え
て
み
て
も
、「
い
」
と

「
ゐ
」
と
ど
ち
ら
を
使
う
の
だ
と
い
う
こ
と
は
判
ら
な
い
。
発
音
と
し
て
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
仮
名
と
し
て
は
違
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
訳
に
は
行
か

な
い
。
い
ず
れ
か
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
仮
名
遣
と
い
う
問
題
が
起
る
。
犬
の
「
イ
」

な
ら
ば
「
い
」
を
書
く
。
居
る
の
「
イ
」
の
音
は
「
ゐ
」
を
書
く
。
同
じ
「
イ
」
で
も
そ
の
言
葉

に
よ
っ
て
ど
ち
ら
を
使
う
か
と
い
う
こ
と
を
き
め
た
の
が
今
の
仮
名
遣
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
う
い
う
仮
名
遣
の
問
題
を
純
粋
な
学
問
的
な
方
法
で
解
決
し
た
の
が
　け
い
ち
ゅ
う
あ
じ
ゃ
り

契
沖
阿
闍
梨　
で
あ

り
ま
す
。
我
々
は
「
い
」
と
「
ゐ
」
を
同
じ
よ
う
に
読
ん
で
お
り
ま
す
。
た
だ
、
音
の
上
で
考
え

た
の
で
は
、
ど
ち
ら
を
使
う
か
と
い
う
こ
と
は
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
契
沖
阿
闍
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梨
は
古
典
を
調
べ
、
古
い
時
代
の
仮
名
の
用
法
を
調
べ
ま
し
て
、
古
い
時
代
に
は
語
に
よ
っ
て
い

ず
れ
の
仮
名
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
決
ま
っ
て
い
て
混
乱
し
な
い
。「
入
る
」
の

「
イ
」
は
い
つ
で
も
「
い
」
を
用
い
て
「
ゐ
」
を
用
い
な
い
。「
居
る
」
と
い
う
意
味
の
「
イ
ル
」
な

ら
ば
必
ず
「
ゐ
」
を
用
い
て
「
い
」
を
用
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

調
査
し
た
材
料
は
非
常
に
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
国
語
を
万
葉
仮
名
で
書
い
た

も
の
に
よ
っ
て
調
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
ど
う
い
う
風
に
調
べ
た
か
と
い
う
と
、
同
じ

語
を
ど
う
い
う
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
る
か
、
同
じ
語
が
色
々
の
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に

ど
う
い
う
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
例
え
ば
「
大
蛇
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
『
古
事
記
』
で
は
「
遠
呂
智
」
と
書
い
て
あ
り
『
　

わ
み
ょ
う
し
ょ
う

和
名
抄　
』

で
は
「
乎
呂
知
」
と
書
い
て
あ
る
。「
惜
」
は
『
万
葉
集
』
に
「
嗚
思
」、「
遠
志
」、「
怨
之
」、「
乎

之
」、
こ
う
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
　オ

ノ己　
」
は
「
意
能
」、「
於
能
」、「
意
乃
」。
そ
れ
か
ら
　は

た機　
を

織
る
意
味
の
「
織
」
は
「
於
瑠
」、「
淤
呂
須
」
と
い
う
の
は
織
る
と
い
う
こ
と
を
敬
語
に
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
弟
」
は
「
乙
登
」、「
淤
登
」、「
於
止
」。
そ
う
い
う
同
じ
語
を
仮
名
で

書
い
た
の
を
集
め
て
み
る
と
、「
遠
」
と
「
乎
」
は
同
じ
語
の
同
じ
部
分
に
宛
て
て
あ
る
の
で
あ
り

ま
し
て
、
ど
ち
ら
を
用
い
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
用
法
か
ら
言
え
ば
通
用
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
「
嗚
」
と
「
遠
」
と
「
怨
」
と
「
乎
」
も
同
様
で
、
同
じ
処
に
使
っ
て
あ
っ
て
、
通
用
す
る
。

結
局
、「
大
蛇
」
の
オ
も
「
惜
し
」
の
オ
も
同
じ
も
の
で
、
こ
れ
を
「
遠
」「
乎
」「
嗚
」「
怨
」
と
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い
う
よ
う
な
文
字
で
書
い
て
よ
く
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
相
通
じ
て
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
「
意
」「
於
」「
淤
」「
乙
」
は
同
じ
語
の
同
じ
部
分
を
書
い
て
あ
る
か
ら
こ
れ
も

ど
れ
を
使
っ
て
も
よ
く
、
互
い
に
通
用
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
い
う
も
の

を
沢
山
集
め
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
文
字
で
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
同
じ
語
の
幾
度
も
出

て
来
る
も
の
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
ど
の
字
と
ど
の
字
が
同
じ
場
合
に
用
い
ら
れ
る
か
が
明

ら
か
に
な
る
。
そ
う
し
て
「
大
蛇
」「
惜
し
」
の
「
を
」
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
文
字
が
用
い
ら
れ
る

が
、
そ
の
文
字
と
「
己
」「
織
る
」「
弟
」
の
「
お
」
に
用
い
ら
れ
る
色
々
の
文
字
と
の
間
に
は
区

別
が
あ
っ
て
、「
　オ
ノ己　
」
の
「
オ
」
に
「
嗚
」
と
か
「
遠
」
と
か
「
怨
」
と
か
「
乎
」
と
か
を
使
っ
た

例
は
な
い
。「
織
る
」「
弟
」
の
「
オ
」
に
も
、「
嗚
」「
遠
」「
怨
」「
乎
」
を
用
い
た
例
は
な
い
。
ま

た
、「
大
蛇
」「
惜
」
の
「
ヲ
」
に
「
意
」「
於
」「
淤
」「
乙
」
な
ど
を
使
っ
た
例
は
な
い
。
か
よ
う

に
、
オ
に
当
る
文
字
と
、
ヲ
に
当
る
文
字
と
の
間
に
は
区
別
が
あ
っ
て
、
互
い
に
通
じ
て
用
い
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
契
沖
阿
闍
梨
が
発
見
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

を
―――
遠
、
乎
、
嗚
、
怨

お
―――
意
、
於
、
淤
、
乙

　
そ
れ
で
、
契
沖
は
古
い
時
代
に
お
い
て
は
仮
名
が
一
定
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
一

定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
一
つ
の
文
字
以
外
の
も
の
は
決
し
て
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
一
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
字
は
一
定
は
し
て
い
な
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い
が
、
一
つ
一
つ
の
語
に
つ
い
て
見
る
と
「
を
」
の
仮
名
に
あ
た
る
文
字
を
用
い
る
語
は
、「
お
」

の
仮
名
に
あ
た
る
文
字
は
使
わ
な
い
。「
お
」
の
仮
名
に
あ
た
る
文
字
を
使
う
語
は
「
を
」
の
仮
名

に
当
る
文
字
は
使
わ
な
い
。
そ
れ
が
一
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
仮
名
で
言
え
ば

一
方
は
「
を
」
に
当
り
一
方
は
「
お
」
に
当
る
。
こ
の
「
を
」
に
属
す
る
万
葉
仮
名
と
「
お
」
に
属

す
る
万
葉
仮
名
と
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
こ
う
い
う
方
法
に
よ
っ

て
、
古
代
の
書
物
に
お
け
る
仮
名
で
書
い
た
も
の
か
ら
発
見
し
た
の
で
す
。
後
に
な
る
と
「
を
」
類

と
「
お
」
類
の
両
方
を
混
同
し
て
「
を
」
類
で
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
お
」
類
で
書
き
、「
お
」
類

で
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
「
を
」
類
で
書
く
と
い
う
よ
う
な
間
違
い
が
出
来
て
混
乱
し
て
来
た
。
が

古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
平
安
朝
　な

か
ば

半　
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
区
別
が
　げ

ん
ぜ
ん

儼
然　
と
し

て
存
し
て
い
る
。
そ
の
ど
ち
ら
を
使
う
か
は
語
に
よ
っ
て
ち
ゃ
ん
と
き
ま
っ
て
い
る
。「
　オ

ノ己　
」
の
方

は
「
お
」
類
の
万
葉
仮
名
を
使
い
、「
　ヲ

シ惜　
」
の
方
は
「
を
」
類
の
万
葉
仮
名
を
使
う
と
い
う
風
に
、

語
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
契
沖
が
見
つ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
契
沖
が
研
究
し
ま
し
た
の
は
先
ほ
ど
挙
げ
た
よ
う
な
「
い
ろ
は
」
の
中
の
、
同
じ
発
音
で
違
っ

た
仮
名
、「
い
」
と
「
ゐ
」、「
え
」
と
「
ゑ
」、「
を
」
と
「
お
」、
こ
う
い
う
区
別
、
そ
れ
か
ら
そ
の

ほ
か
に
、
語
の
中
、
ま
た
は
下
に
あ
る
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」、
す
な
わ
ち
「
か
は
」
と
書
い
て
「
カ
ワ
」

と
発
音
し
、「
た
ひ
」
と
書
い
て
「
タ
イ
」
と
発
音
す
る
よ
う
な
、
語
の
中
お
よ
び
終
に
あ
る
「
は

ひ
ふ
へ
ほ
」
の
仮
名
、
そ
の
他
色
々
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
、
今
言
っ
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た
よ
う
な
方
法
で
、
仮
名
の
区
別
が
儼
然
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
見
付
け
た
の
で
あ
り
ま

す
。
契
沖
は
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
れ
を
標
準
に
し
て
語
を
書
く
べ
き
で
あ
る
、
昔
の
人
は
「
己
」

の
「
オ
」
は
「
お
」
で
書
い
て
い
る
か
ら
我
々
も
「
お
」
と
書
く
の
が
正
し
い
、「
惜
し
」
の
「
オ
」

は
「
を
」
類
の
仮
名
で
書
い
て
い
る
か
ら
我
々
も
「
を
」
で
書
く
の
が
正
し
い
と
主
張
し
ま
し
た
。

そ
の
主
張
は
、
主
張
と
し
て
は
そ
れ
に
対
し
て
異
説
を
唱
え
る
こ
と
も
出
来
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

契
沖
の
見
出
し
た
古
代
の
事
実
、
す
な
わ
ち
古
代
の
文
献
に
お
い
て
は
発
音
が
同
じ
で
区
別
し
難

い
仮
名
が
立
派
に
使
い
分
け
て
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
　な

ん
ぴ
と

何
人　
と
い
え
ど
も
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
契
沖
の
研
究
が
貴
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出

来
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　
そ
う
し
て
こ
う
い
う
風
の
区
別
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
昔
の
文
献
を
研
究
す
る
場
合
に
「
お
」
類

の
仮
名
と
「
を
」
類
の
仮
名
と
混
同
し
て
は
い
け
な
い
。
も
し
「
意
能
」
と
書
い
て
あ
れ
ば
「
己
」

の
意
味
で
あ
る
。
必
ず
い
つ
で
も
「
己
」
で
あ
る
と
い
う
訳
に
は
行
き
ま
せ
ぬ
が
、
　

す
く
な

尠　
く
も
一
方

「
遠
能
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
と
は
同
じ
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。「
意
」
は
「
お
」
類

で
あ
り
、「
遠
」
は
「
を
」
類
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
語
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
は
っ
き
り
言

う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
う
す
る
と
古
典
を
研
究
す
る
場
合
に
は
大
変
必
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
契
沖
の
研
究
に
よ
っ
て
「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
の
中
で
、
発
音
は
同
じ
で

あ
っ
て
も
別
の
文
字
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
古
代
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
を
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使
い
わ
け
て
互
い
に
混
同
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
見
付
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
、
ど
う
し
て
か
よ
う
な
仮
名
を
区
別
し
て
用
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
契
沖
は
ど
う

考
え
て
い
た
か
は
余
り
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
ど
も
は
、
契
沖
は
、
昔
の
人
が
一
度
　き定　
め

て
そ
う
い
う
風
に
書
い
た
の
を
後
の
人
が
ず
っ
と
守
っ
て
来
た
け
れ
ど
も
、
余
り
後
の
世
に
な
る

と
そ
の
　き

ま定　
り
を
守
り
切
れ
な
い
で
混
同
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
ら
し
く
思
う
の
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
と
時
間
を
取
り
ま
す
か
ら
今
は
略
し
ま
す
が
、
つ
ま
り

契
沖
は
発
音
の
区
別
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
ら
し
く
思
い
ま
す
。
し
か
し

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
後
の
学
者
に
な
る
と
こ
れ
は
明
ら
か
に
発
音
の
区
別
に
よ
る
も

の
で
あ
る
、
今
は
同
じ
で
あ
る
が
昔
は
発
音
が
違
っ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
実
際
発
音
が
違
っ
て
い
る
な
ら
ば
そ
れ
を
書
き
違
え
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

我
々
は
「
か
」
と
「
き
」
と
を
書
き
違
え
る
こ
と
は
な
い
。
発
音
が
違
っ
て
い
る
か
ら
我
々
は
聴

き
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
い
」
と
「
ゐ
」、「
お
」
と

「
を
」
は
発
音
が
違
っ
て
お
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
違
っ
た
仮
名
で
書
き
、
決
し
て
混
同
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
の
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
　か

も
の
ま
ぶ
ち

賀
茂
真
淵　
の
弟
子
の
　か

と
う
う
ま
き

加
藤
美
樹　

の
説
と
し
て
『
　こ
げ
ん
て
い

古
言
梯　
』
の
初
め
に
出
て
お
り
ま
す
。
ま
た
　も
と
お
り
の
り
な
が

本
居
宣
長　
　お
う翁　
も
や
は
り
『
古
事
記
伝
』

の
初
め
の
総
論
に
「
　か

な

仮
字　
の
事
」
と
い
う
条
に
、
明
ら
か
に
音
の
区
別
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
　ふ
じ
た
に
な
り
あ
き
ら

富
士
谷
成
章　
も
や
は
り
そ
う
考
え
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
居
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宣
長
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
古
代
に
は
、
後
に
至
っ
て
失
わ
れ
た
発
音
の
区
別
が
あ
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
仮
名
の
使
い
分
け
は
こ
の
発
音
の
区
別
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
立
派
に

判
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
本
居
宣
長
翁
は
、
そ
の
実
際
の
音
を
推
定
し
て
「
を
」
は

「
ウ
ォ
」（
ロ
ー
マ
字
で
書
け
ば
wo
）
で
あ
り
、「
お
」
は
純
粋
の
母
音
の
「
オ
」（
す
な
わ
ち
ｏ
）
で

あ
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
正
し
い
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。
ワ
行
の
「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」

は
、「
ウ
ィ
」「
ウ
ェ
」「
ウ
ォ
」（
wi
、
we
、
wo
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対

し
て
、
ア
行
の
「
い
」「
え
」「
お
」
は
、
イ
、
エ
、
オ
（
単
純
な
母
音
）
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
か
よ
う
に
、
契
沖
阿
闍
梨
の
研
究
に
よ
っ
て
、「
い
ろ
は
」
は
四
十
七
文
字
が
す
べ
て
　

こ
と
ご
と

悉　
く
違
っ

た
音
を
代
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
解
っ
て
来
ま
し
た
。
前
に
言
っ
た
通
り
、
四
十
七
文
字
の

中
、
同
じ
音
で
あ
る
の
が
三
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
で
こ
そ
同
じ
音
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ず
っ

と
古
い
時
代
に
お
い
て
違
っ
た
音
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
仮
名
の
違
い
が
や
は
り
音
の
違
い
を
表

わ
し
て
お
っ
た
も
の
で
あ
る
。
四
十
七
の
仮
名
は
四
十
七
の
違
っ
た
音
を
表
わ
し
て
お
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
五
十
音
図
に
よ
る
と
、
五
十
だ
け
の
違
っ
た
音
が
あ
り
得
べ
き
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

四
十
七
ま
で
区
別
が
あ
っ
て
、
あ
と
三
つ
だ
け
は
同
じ
音
で
あ
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

あ
る
い
は
昔
は
何
か
違
っ
た
音
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

ア
行
　
　
い
　
う
　
え
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ヤ
行
　
　
い
　
―
　
え

ワ
行
　
　
―
　
う
　
―

　
か
よ
う
に
、「
い
」「
う
」「
え
」
の
三
つ
が
重
複
し
て
い
る
。
五
十
音
図
で
は
別
々
に
な
っ
て
い

る
が
、
仮
名
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仮
名
で
は
書
き
わ
け
ら
れ
な
い
が
、
五
十
音
図
で
別
々

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
音
と
し
て
違
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
故
、
そ
れ
は
、
い
つ
か
古
い
時
代
に
あ
っ
た
二
つ
の
違
っ
た
音
が
、
後
に
区
別
を
失
っ

て
一
つ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
い
ろ
は
歌
」

に
仮
名
が
四
十
七
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
々
別
の
音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
の
で
す
が
、

平
安
朝
の
か
な
り
古
い
時
に
「
い
ろ
は
歌
」
が
行
わ
れ
る
前
に
「
い
ろ
は
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て
お
っ
た
　

こ
と
ば

詞　
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
　あ

め
つ
ち

天
地　
の
　

こ
と
ば

詞　
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
い
ろ
は
」

が
出
来
る
前
に
「
い
ろ
は
」
の
よ
う
な
役
を
し
て
お
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
い
つ

頃
か
ら
あ
っ
た
か
判
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
　む

ら
か
み

村
上　
天
皇
の
頃
に
は
既
に
世
間
に
行
わ
れ
て
お
っ
た

と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
な
証
拠
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
す
。

あ
め
つ
ち
ほ
し
そ
ら
や
ま
か
は
み
ね
た
に
く
も
き
り
む
ろ
こ
け
ひ
と
い
ぬ
う
へ
す
ゑ
ゆ
わ
さ

る
お
ふ
せ
よ
え
の
え
を
な
れ
ゐ
て

　
右
の
よ
う
に
、
単
語
を
集
め
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
違
っ
た
音
の

仮
名
を
取
っ
て
並
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
そ
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れ
が
四
十
八
字
あ
り
ま
し
て
、「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
よ
り
は
一
つ
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
何
が

多
い
か
と
い
う
と
「
え
の
え
を
」
と
な
っ
て
お
っ
て
「
え
」
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
一

つ
の
問
題
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。「
い
ろ
は
」
の
場
合
に
は
「
や
ま
こ
え
て
」
の
「
え
」

と
、「
ゑ
ひ
も
せ
ず
」
の
「
ゑ
」
と
、
我
々
が
「
エ
」
と
発
音
す
る
も
の
が
二
つ
に
分
れ
て
い
る
。

「
え
」
と
「
ゑ
」
は
別
の
仮
名
だ
と
い
う
こ
と
は
判
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
天
地
」
に
は
同
じ
「
え
」

の
仮
名
が
も
う
一
つ
あ
っ
て
「
え
」
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
が
五
十
音
図
に
よ
る
と
、
ア
行
の
「
え
」

と
ヤ
行
の
「
え
」
と
あ
っ
て
、
や
は
り
同
じ
「
え
」
が
二
つ
に
分
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
問
題

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
五
十
音
図
に
、
発
音
ば
か
り
で
な
く
仮
名
も
全
く
同
じ

「
い
」「
う
」「
え
」
の
三
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
二
箇
所
に
分
れ
て
出
て
い
る
。
ま
た
「
天
地
の
詞
」
に
よ

る
と
同
じ
「
え
」
が
二
つ
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
何
か
発
音
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
調
べ
た
の
が
　お

く
む
ら
て
る
ざ
ね

奥
村
栄
実　
と
い
う

人
で
、
加
州
藩
の
家
老
の
出
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
が
『
　こ

げ
ん
え
え
べ
ん

古
言
衣
延
弁　
』
を
作
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
文
政
十
二
年
の
序
文
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
時
に
出
来
た
書
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
契
沖
と

同
じ
よ
う
な
方
法
で
も
っ
て
調
べ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
古
い
書
物
に
出
て
来
る
「
イ
」
に
あ
た

る
万
葉
仮
名
と
、「
エ
」
に
当
る
仮
名
と
「
ウ
」
に
当
る
仮
名
と
の
実
例
を
集
め
て
、
そ
う
し
て
同

じ
語
に
お
い
て
「
イ
」
に
当
る
も
の
は
ど
ん
な
字
を
用
い
て
い
る
か
、
そ
う
し
て
ど
う
い
う
字
と

ど
う
い
う
字
は
通
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
次
の
よ
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う
な
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。

　
イ
ウ
エ
の
三
つ
の
中
で
「
イ
」
と
「
ウ
」
と
は
全
部
通
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
に
あ
た
る
種
々

の
万
葉
仮
名
は
、
そ
の
中
に
区
別
が
な
く
、
ど
ん
な
場
合
に
も
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。
ウ
に
あ
た

る
仮
名
も
同
様
で
、
そ
の
中
に
区
別
が
な
い
。
し
か
る
に
、
エ
に
あ
た
る
種
々
の
仮
名
は
二
類
に

分
れ
、
同
類
の
も
の
は
相
通
じ
て
用
い
る
が
、
異
類
の
も
の
は
互
い
に
通
じ
て
用
い
な
い
。
こ
う

い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
エ
の
二
類
の
別
は
後
世
の
普
通
の
仮
名
で
は
書
き

分
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
万
葉
仮
名
で
は
区
別
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
で
す
。

甲
の
類
　
衣
、
依
、
愛
、
哀
、
埃
、
英
、
娃
、
翳
、
榎
、
荏
（
こ
れ
は
「
　エ榎　
」「
　エ

ゾ

蝦
夷　
」「
　エ得　
」

等
の
語
に
用
い
ら
れ
る
）

乙
の
類
　
延
、
要
、
曳
、
叡
、
江
、
吉
、
枝
、
兄
、
柄
（
こ
れ
は
「
　エ枝　
」「
　エ兄　
」「
　エ江　
」「
　フ

エ笛　
」

「
　ヌ

エ鵼　
」「
　エ

シ
ヌ

吉
野　
」「
　キ

エ消　
」「
　タ

エ絶　
」「
　コ

エ越　
」
等
に
用
い
ら
れ
る
）

　
こ
う
い
う
仮
名
は
、
甲
の
類
も
乙
の
類
も
す
べ
て
我
々
が
「
エ
」
と
読
ん
で
い
る
仮
名
で
あ
り

ま
す
。
の
み
な
ら
ず
仮
名
を
附
け
る
場
合
に
も
「
エ
」
と
い
う
仮
名
を
附
け
る
の
で
あ
っ
て
、
ワ

行
の
「
ヱ
」
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
こ
う
い
う
区
別
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前

に
挙
げ
た
よ
う
に
、
甲
の
類
は
榎
の
木
の
「
エ
」、
蝦
夷
の
「
エ
」、
物
を
得
る
の
「
エ
」
で
あ
り
、

乙
の
類
は
、
枝
の
「
エ
」、
中
大
兄
の
「
エ
」、
笛
の
「
エ
」、
吉
野
の
「
エ
」、
そ
の
他
に
も
沢
山
あ

り
ま
す
が
、
榎
の
木
の
「
エ
」
は
甲
の
類
の
「
エ
」
で
、
甲
の
類
の
字
を
使
っ
て
、
乙
の
類
の
字
を
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使
っ
た
も
の
は
な
い
。
甲
の
類
な
ら
ど
の
字
を
使
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
、
枝
の
「
エ
」
は
乙
の
類

の
字
を
用
い
る
。
乙
の
類
な
ら
ど
の
字
で
も
よ
い
が
、
甲
の
類
の
字
は
使
わ
な
い
。
万
葉
仮
名
も

甲
の
類
と
乙
の
類
と
は
決
し
て
通
用
し
な
い
。
こ
れ
を
用
い
る
語
も
、
甲
類
を
用
い
る
も
の
と
乙

類
を
用
い
る
も
の
と
、
は
っ
き
り
分
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
語
に
は
甲
の
類
を
使
い
、
こ
う
い
う

語
に
は
乙
の
類
を
使
う
と
い
う
風
に
ち
ゃ
ん
と
分
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
こ
の
二
つ
の
エ
の
区
別
は
、
五
十
音
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
ア

行
の
「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
に
あ
た
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ア
行
の
「
エ
」
は
純
粋
の
母
音
で
あ

り
、
ヤ
行
の
「
エ
」
は
初
に
ヤ
行
子
音
の
加
わ
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
イ
ェ
」
で
あ
る
。
こ
う

い
う
区
別
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
活
用
の
上
に
お
い
て
も
、「
　エ得　
」
の
よ
う
な

甲
の
類
に
属
す
る
も
の
は
「
う
」「
う
る
」
と
ア
行
に
活
用
し
「
消
え
」「
絶
え
」「
越
え
」
の
よ
う

な
乙
の
類
の
も
の
は
「
消
ゆ
」「
絶
ゆ
」「
越
ゆ
」
と
ヤ
行
に
活
用
し
ま
す
。
甲
の
類
は
ア
行
で
あ

り
乙
の
類
は
ヤ
行
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
区
別
さ
れ
て
お
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
奥
村
栄
実
の
研
究
に
よ
っ
て
判
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
研
究
は
そ
の
後
余
り

学
界
の
注
意
を
引
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
明
治
以
後
に
な
っ
て
　お

お
や
と
お
る

大
矢
透　

氏
が
こ
れ
を
新
た
に
調
べ
直
し
て
そ
の
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
、
そ
う
し
て
、
も
う

少
し
材
料
を
補
っ
て
『
古
言
衣
延
弁
証
補
』
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ご
く
少

数
の
、
例
外
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
何
か
他
の
説
明
が
出
来
る
も
の
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と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
結
果
は
疑
い
の
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
古
代
に
お
い
て
は
ア
行
の

「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
の
区
別
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ

た
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

二

　　
前
回
述
べ
ま
し
た
の
は
、
古
代
に
お
い
て
も
ま
た
現
代
の
我
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
仮
名
と

し
て
認
め
て
い
る
「
い
ろ
は
」
四
十
七
文
字
は
、
そ
の
他
に
色
々
の
仮
名
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
い

わ
ゆ
る
変
体
仮
名
で
あ
っ
て
、
ど
れ
を
使
っ
て
も
四
十
七
字
の
中
の
ど
れ
か
と
同
じ
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
四
十
七
字
の
お
の
お
の
は
互
い
に
別
な
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
を
も
っ
て
代
用

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
変
体
仮
名
は
互
い
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
四

十
七
種
は
互
い
に
通
用
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
我
々
は
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実

際
に
お
い
て
、
我
々
が
こ
の
四
十
七
の
中
で
同
じ
よ
う
に
発
音
し
て
い
る
も
の
が
三
つ
あ
る
。
こ

の
三
つ
は
　か

な
づ
か
い

仮
名
遣　
の
上
で
は
区
別
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
の
発
音
か
ら
見
る
と
同
じ
で
あ
っ

て
区
別
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
も
の
も
古
い
時
代
の
文
字
の
用
法
を
見

る
と
や
は
り
区
別
し
て
あ
る
。
ア
行
の
「
イ
」
と
ワ
行
の
「
ヰ
」
と
い
う
風
に
、
我
々
の
耳
に
聴
い
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て
は
判
ら
な
い
が
、
昔
の
人
の
書
い
た
も
の
に
は
ち
ゃ
ん
と
明
瞭
に
書
き
分
け
て
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
　け
い
ち
ゅ
う
あ
じ
ゃ
り

契
沖
阿
闍
梨　
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
「
い
ろ
は
」
と
相
並
ん
で

や
は
り
音
の
区
別
を
表
に
し
た
い
わ
ゆ
る
五
十
音
図
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
「
い
ろ
は
」
と
を

比
べ
て
み
る
と
三
つ
だ
け
多
く
な
っ
て
い
て
、
仮
名
で
は
同
じ
に
書
く
三
つ
の
仮
名
が
、
そ
れ
ぞ

れ
二
つ
に
わ
か
れ
て
違
っ
た
所
に
入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
行
の
「
イ
」
と
ヤ
行
の
「
イ
」
と
、

ア
行
の
「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
と
、
ア
行
の
「
ウ
」
と
ワ
行
の
「
ウ
」
と
、
こ
の
三
つ
は
仮
名
の

形
は
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
二
箇
所
に
分
れ
て
出
て
い
る
。
そ
れ
で
「
い
ろ
は
」
に
比
べ
る
と
三
つ

だ
け
多
く
な
っ
て
五
十
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仮
名
は
、
我
々
は
仮
名
と
し
て
は
別
な
も
の

と
し
て
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
も
の
も
、
ず
っ
と
古
い
時
代
に

お
い
て
は
何
か
区
別
せ
ら
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
古
い
時
代
に
お
け

る
仮
名
、
す
な
わ
ち
万
葉
仮
名
の
用
例
を
あ
つ
め
て
、「
イ
」（
ワ
行
の
「
ヰ
」
で
な
く
）
に
当
る

あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
が
ど
う
い
う
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
区
別
な
く
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
か
ら
「
ウ
」

も
「
ウ
」
に
当
る
べ
き
万
葉
仮
名
を
用
い
て
あ
る
語
を
ず
っ
と
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
仮
名

は
ど
う
い
う
語
に
お
い
て
も
皆
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
、
区
別
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、

た
だ
「
エ
」
に
当
る
万
葉
仮
名
だ
け
は
二
類
に
わ
か
れ
て
互
い
に
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
ア
行
の
「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
と
違
っ
た
文
字
が
用
い
て
あ
り
、
語
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
の
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類
の
仮
名
を
使
う
と
い
う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
　き定　
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
が
　お
く
む
ら
て
る
ざ
ね

奥
村
栄
実　
の
『
　こ
げ
ん
え
え
べ
ん

古
言
衣
延
弁　
』
の
研
究
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
契
沖
の
研

究
に
よ
っ
て
仮
名
の
用
法
上
区
別
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
「
い
」「
え
」「
お
」
と
「
ゐ
」

「
ゑ
」「
を
」
と
の
別
は
、
実
際
の
発
音
上
に
あ
っ
た
ア
行
音
と
ワ
行
音
の
区
別
で
あ
っ
て
、「
イ
」

「
エ
」「
オ
」
音
と
「
ウ
ィ
」「
ウ
ェ
」「
ウ
ォ
」
音
と
の
別
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

　も
と
お
り
の
り
な
が

本
居
宣
長　
　お
う翁　
の
時
代
に
明
ら
か
に
な
り
、
そ
う
し
て
も
う
一
つ
の
エ
に
あ
た
る
仮
名
の
二
類
の
区

別
も
、
ア
行
音
と
ヤ
行
音
と
の
区
別
で
、
一
方
は
母
音
の
エ
で
あ
り
一
方
は
「
イ
ェ
」
音
を
表
わ

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
契
沖
阿
闍
梨
や
奥
村
栄
実
の
研
究
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
こ
と
が
判
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
第
一
に
、
古
代
に
は
現
代
に
な
い
「
ウ
ィ
」「
ウ
ェ
」「
ウ
ォ
」
お
よ
び
「
イ
ェ
」

と
い
う
よ
う
な
音
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に
、
古
代
の
音
を

表
わ
す
に
は
、
普
通
の
平
仮
名
で
は
不
十
分
で
、
古
代
に
は
、
平
仮
名
や
片
仮
名
で
は
区
別
し
き

れ
な
い
音
の
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
ア
行
と
ワ
行
の
「
え
」
と
「
ゑ
」、「
い
」
と
「
ゐ
」、「
お
」
と
「
を
」、
こ
れ
ら
は
、
古
代
に
は

発
音
上
区
別
が
あ
っ
た
の
が
今
は
同
音
に
な
っ
て
、
音
の
上
で
は
区
別
は
な
い
が
、
仮
名
で
は
別

の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ア
行
の
「
え
」
と
ヤ
行
の
「
え
」
の
区
別
は
、

昔
あ
っ
た
発
音
上
の
区
別
が
失
わ
れ
た
の
み
で
な
く
、
仮
名
と
し
て
も
区
別
な
く
、
そ
れ
を
仮
名
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で
書
き
わ
け
る
こ
と
も
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
昔
の
ア
行
の
エ
の
音
も
、
ヤ
行
の
エ
の
音
も
、

同
じ
よ
う
に
「
え
」
の
仮
名
で
書
い
て
、
我
々
は
そ
ん
な
区
別
が
あ
ろ
う
と
も
考
え
な
い
。
そ
の

「
え
」
が
、
古
い
時
代
に
お
い
て
は
立
派
に
二
つ
に
分
れ
て
、
互
い
に
混
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
「
え
」
の
二
種
の
別
は
、
五
十
音
図
に
お
け
る
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
と
の
別
に
相
当
す

る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
、
五
十
音
図
に
お
い
て
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
音
の

区
別
が
皆
古
い
時
代
に
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
行
の

「
い
」
と
ヤ
行
の
「
い
」
お
よ
び
ア
行
の
「
う
」
と
ワ
行
の
「
う
」
の
区
別
は
昔
も
な
か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。
昔
の
国
学
者
に
は
五
十
音
図
と
い
う
も
の
は
非
常
に
古
い
も
の
で
あ
っ
て
、
神
代
か

ら
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
お
っ
た
人
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
五
十
の

音
を
言
い
分
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
代
は
ど
う
だ
か
知
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
我
々
が
普
通
溯

る
こ
と
が
出
来
る
時
代
―――
こ
れ
は
ま
あ
実
際
に
お
い
て
は
大
体
　す

い
こ

推
古　
天
皇
ま
で
ぐ
ら
い
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
以
前
は
、
そ
の
辺
か
ら
ず
っ
と
眺
め
渡
す
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ

ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
直
接
に
知
る
と
い
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
の
で
あ
り
ま
す
―――
先
ず
推
古
天

皇
の
頃
ま
で
溯
っ
て
も
、
五
十
の
音
が
こ
と
ご
と
く
別
々
に
使
わ
れ
言
い
分
け
ら
れ
て
お
っ
た
と

い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
か
と
い
っ
て
「
い
ろ
は
」
で
は
少
し
足
り

な
い
。
す
な
わ
ち
「
い
ろ
は
」
な
ら
ば
四
十
七
の
区
別
で
あ
り
ま
す
が
、
ア
行
の
「
え
」
と
、
ヤ
行
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の
「
え
」
は
区
別
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
「
　あ

め
つ
ち

天
地　
の
　

こ
と
ば

詞　
」
の
四
十
八
音
な
ら
ば
よ
い
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
訳
で
、
結
局
こ
の
伊
呂
波
歌
と
か
、
あ
る
い
は
天
地
の
詞
と
い
う
も

の
は
、
昔
の
人
が
区
別
し
て
仮
名
を
使
っ
て
お
っ
た
、
そ
の
仮
名
の
区
別
を
代
表
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
十
音
図
は
す
ぐ
に
は
そ
れ
を
代
表
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判

る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
行
の
「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
は
後
世
の
片
仮
名
や
平
仮
名
で
は
区

別
せ
ら
れ
ず
、
そ
ん
な
仮
名
に
よ
っ
て
は
判
ら
な
か
っ
た
の
を
、
そ
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
見
出

し
た
。
こ
れ
を
見
出
し
た
の
は
ど
う
し
て
見
出
し
た
か
と
い
う
と
、
古
い
時
代
の
万
葉
仮
名
に
つ

い
て
、「
え
」
に
当
る
色
々
の
万
葉
仮
名
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
こ
の
字
は
ど
う
い
う
場
合
に
用

い
ら
れ
て
い
る
か
、
ど
う
い
う
語
に
用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
よ
う
に
し
て
調
べ
て
行
く
。
そ
う
す

る
と
、
或
る
語
の
「
え
」
に
用
い
る
万
葉
仮
名
は
他
の
或
る
語
の
「
え
」
に
は
用
い
な
い
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
、「
え
」
に
あ
た
る
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
が
二
つ
の
類
に
わ
か
れ
て
、
お
の
お
の
、
そ

の
用
い
る
語
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
万
葉
仮
名

は
全
体
と
し
て
は
非
常
に
沢
山
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
幾
つ
か
を
「
い
」
の
仮
名
で
あ
る
と
か
「
え
」

の
仮
名
で
あ
る
と
か
、「
か
」
の
仮
名
で
あ
る
と
か
「
き
」
の
仮
名
で
あ
る
と
か
と
い
う
風
に
皆
考

え
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
読
め
ば
後
世
の
語
と
一
致
し
て
、
と
に
か
く
意
味
が

わ
か
る
か
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の
だ
と
し
て
い
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
「
か
」
な
ら
ば
「
加
」、「
迦
」、

「
可
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
文
字
が
あ
る
の
を
皆
「
か
」
と
読
ん
で
、
ど
れ
も
皆
「
か
」
の
音
を
表
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わ
す
同
類
の
仮
名
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
　

カ
ス
ミ

霞　
の
「
か
」
も
、
　ア

カ赤　
の
「
か
」
も
こ
の
万
葉
仮
名
の

中
ど
れ
を
使
っ
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
文
字
は
皆
互
い
に
通
用
す
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
ら
ば
「
え
」
に
当
る
万
葉
仮
名
は
皆
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
は

ず
で
、
ま
た
実
際
そ
う
考
え
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
調
べ
て
み
る
と
そ
う
で
な
か
っ

た
。「
え
」
音
を
含
む
一
々
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
「
え
」
に
ど
う
い
う
万
葉
仮
名
が
使
わ
れ
て
い

る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み
る
と
、
同
じ
「
え
」
の
仮
名
だ
と
思
っ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
の
万
葉

仮
名
が
ち
ゃ
ん
と
二
類
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
付
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る

と
「
え
」
と
読
め
ば
意
味
が
わ
か
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
万
葉
仮
名
は
す
べ
て
同
じ
「
え
」
の
音
を

表
わ
す
同
類
の
仮
名
だ
と
考
え
て
安
心
し
て
い
る
訳
に
行
か
な
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
な
っ
て
来
る
と
、
そ
の
他
の
仮
名
に
お
い
て
も
、
ま
た
何
か
こ
の
よ
う
な
区
別
が
あ
り
は

し
な
い
か
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
万
葉
仮
名
を
「
か
」
と
か
「
き
」
と
か
読
め
ば
、
そ
れ

で
意
味
が
わ
か
る
か
ら
、
そ
れ
を
皆
「
か
」
の
音
と
か
「
き
」
の
音
と
か
を
表
わ
す
も
の
と
　む

ぞ
う
さ

無
雑
作　

に
考
え
て
来
た
が
、
そ
の
「
か
」
ま
た
は
「
き
」
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
の
中
に
ま
た
区
別
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
が
当
然
起
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
疑
い
が
起
っ

て
来
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
一
切
の
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
場
合
に

用
い
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
に
な
り
ま
す
。
か
よ
う
な
研
究
と

し
て
は
、「
い
」
と
「
ゐ
」、「
え
」
と
「
ゑ
」、「
お
」
と
「
を
」
の
よ
う
な
同
じ
音
に
読
ま
れ
る
仮
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名
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
契
沖
阿
闍
梨
や
奥
村
栄
実
の
骨
折
り
に

よ
っ
て
調
べ
ら
れ
て
、
ど
れ
だ
け
の
類
別
が
あ
る
か
が
判
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
多
く
の
万
葉
仮
名
の
中
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
そ
の
他
の
部
分
に

つ
い
て
は
ま
だ
そ
う
い
う
風
な
調
べ
を
し
た
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
や
無
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
風
の
調
査
を
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
に

つ
い
て
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
本
居
宣
長
翁
の
弟
子
の

　い
し
づ
か
た
つ
ま
ろ

石
塚
龍
麿　
と
い
う
　

と
お
と
う
み

遠
江　
の
学
者
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
が
仮
名
の
用
法
を
調
べ
た
結
果
が
二
つ
の

書
物
と
な
っ
て
現
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
は
『
　こ
げ
ん
せ
い
だ
く
こ
う

古
言
清
濁
考　
』
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
　き
ょ
う
わ

享
和　
元
年

に
版
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
『
　か

な
づ
か
い
お
く
の
や
ま
み
ち

仮
名
遣
奥
山
路　
』
で
、
こ
れ
に
は
　か

ん
せ
い

寛
政　
十
年
の
序
が

あ
り
ま
す
。『
古
言
清
濁
考
』
は
木
版
の
三
冊
の
書
物
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
ち
ょ
い

ち
ょ
い
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。『
仮
名
遣
奥
山
路
』
は
写
本
で
伝
わ
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、『
古
言
清
濁
考
』
の
方
が
先
に
出
来
て
『
仮
名
遣
奥
山
路
』
の
方
が
後
に
出
来
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。『
古
言
清
濁
考
』
に
は
宣
長
の
序
文
が
附
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
の
龍
麿
の
研
究
は
、
や
は
り
宣
長
翁
の
研
究
が
土
台
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
起
っ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
本
居
宣
長
翁
は
『
古
事
記
』
に
つ
い
て
詳
し
い
研
究
を
せ
ら
れ
、
そ
の
仮
名
に
つ
い
て

も
詳
し
く
調
査
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
が
『
古
事
記
伝
』
の
初
め
の
総
論
の
中

に
「
　か

な

仮
字　
の
事
」
と
い
う
一
箇
条
と
し
て
載
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、『
古
事
記
』
の
仮
名
の
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用
法
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
二
つ
の
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
一
は
『
古
事
記
』

に
は
仮
名
で
清
濁
を
区
別
し
て
書
い
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
加
」
に
対
し
て

「
賀
」
と
い
う
字
が
あ
る
、「
加
」
は
清
音
で
「
賀
」
は
濁
音
で
あ
る
。「
く
」
の
音
で
も
「
久
」
に

対
し
て
「
具
」
と
い
う
濁
音
の
仮
名
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
波
」
に
対
し
て
「
婆
」
で
あ
る
と
か
、

「
都
」
に
対
し
て
「
豆
」
で
あ
る
と
か
い
う
風
に
、
字
を
見
れ
ば
す
ぐ
清
音
か
濁
音
か
が
判
る
。『
日

本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
大
体
書
き
分
け
て
は
あ
る
が
、
し
か
し
幾
分
か
厳
重
で
な

い
所
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
　し

ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

続
日
本
紀　
』
以
下
は
そ
れ
が
書
き
分
け
て
な
い
。
か
よ
う
に
言
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
風
に
、『
古
事
記
』
に
は
清
濁
を
書
き
分
け
て
あ
る
け
れ
ど

も
、
た
ま
た
ま
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
　に

ご濁　
る

べ
き
所
と
　す清　
む
べ
き
所
が
語
に
よ
っ
て
古
今
の
違
い
が
あ
る
の
で
、
今
我
々
が
濁
っ
て
読
む
語
で

も
昔
の
人
は
清
ん
で
読
ん
で
お
っ
た
。
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
見
る
と
濁
る
べ
き
所
を
濁
ら
な
い
文

字
で
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
宮
人
を
今
は
「
み
や

び
と
」
と
読
む
け
れ
ど
も
昔
は
「
み
や
ひ
と
」
で
あ
る
。『
古
事
記
』
の
中
に
宮
人
と
い
う
語
は
清

音
の
仮
名
で
書
い
て
あ
っ
て
、
濁
音
の
仮
名
で
書
い
て
あ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
そ
れ
は
「
み

や
び
と
」
と
い
っ
て
お
っ
た
の
を
清
音
の
仮
名
で
書
い
た
の
で
は
な
く
、「
み
や
ひ
と
」
と
言
っ
て

お
っ
た
か
ら
清
音
の
字
で
書
い
た
の
で
あ
る
。「
島
つ
鳥
」
も
「
し
ま
つ
ど
り
」
と
今
は
よ
く
読
み

ま
す
け
れ
ど
も
『
古
事
記
』
に
は
決
し
て
濁
音
の
仮
名
で
は
書
い
て
い
な
い
。
だ
か
ら
「
し
ま
つ
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と
り
」
と
読
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
清
濁
は
古
今
で
違
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
見

る
と
「
し
ま
つ
ど
り
」
の
「
ど
」
に
当
る
所
に
清
音
の
仮
名
が
書
い
て
あ
る
か
ら
、
昔
は
清
音
の

仮
名
で
濁
音
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
な
く
、
昔
は
清
ん
で
お
っ
た
の

だ
。
こ
う
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。
　
ま
く
ら
こ
と
ば

枕
詞　
の
「
あ
し
び
き
の
」
は
「
あ
し
び
き
」
と
読
み
ま
す
が
、

こ
れ
も
「
あ
し
ひ
き
の
」
で
あ
っ
て
「
ひ
」
と
い
う
の
は
皆
清
音
の
仮
名
で
書
い
て
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
を
宣
長
翁
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
昔
は
清
濁
を
厳
重
に
書
き
分
け

て
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
仮
名
で
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
、
昔
清
音
で
あ
っ

た
か
濁
音
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
判
る
。
そ
う
し
て
、
言
語
と
し
て
は
、
昔
清
音
で
あ
っ
た

語
を
後
世
濁
音
に
発
音
す
る
と
い
う
よ
う
な
古
今
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
清
濁
と
い
う
と
純
粋
に
音
に
関
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
事

実
、
そ
れ
は
そ
う
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
宣
長
翁
の
取
ら
れ
た
方
法
は
、
一
々
の

仮
名
に
つ
い
て
、
こ
の
仮
名
は
ど
ん
な
所
に
使
う
か
、「
久
」
な
ら
「
久
」
は
ど
う
い
う
所
に
使
う

か
、「
具
」
は
ど
う
い
う
語
に
使
っ
て
い
る
か
と
い
う
風
に
、
あ
ら
ゆ
る
例
を
調
べ
て
、
そ
う
し
て

「
久
」
は
「
く
」
と
清
む
音
に
使
い
、「
具
」
は
「
ぐ
」
と
濁
る
音
に
当
る
所
に
い
つ
も
使
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
見
付
け
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、
や
は
り
仮
名
の
用
法
の
研
究
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
「
久
」
を
書
き
な
が
ら
「
ぐ
」
と
読
む
も
の
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
久
」
と
い
う
字
は
或
る
場
合
に
は
「
具
」
と
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。「
具
」
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と
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
久
」
と
「
具
」
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
用
法
上
の
区
別
が
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。「
久
」
と
「
具
」
と
は
、
き
っ
ぱ
り
二
つ
に
分
れ
ず
、
或
る
場
合
は
一
つ
に
し

た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
が
、
宣
長
翁
は
こ
れ
ら
の
仮
名
が
い
か
な
る
語
に

用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
調
べ
て
、
沢
山
の
実
例
か
ら
し
て
、「
久
」
は
後
世
に
お
い
て
「
ク
」
と
清

音
に
読
ん
で
い
る
場
合
に
用
い
、「
具
」
は
濁
音
に
読
ん
で
い
る
場
合
に
用
い
、
た
と
い
音
の
清
濁

は
後
世
と
違
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
も
、
同
じ
語
で
は
い
つ
も
「
久
」
を
用
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば

い
つ
も
「
具
」
を
用
い
る
か
で
あ
っ
て
、
決
し
て
同
じ
語
に
「
久
」
を
用
い
た
り
「
具
」
を
用
い
た

り
し
た
例
が
な
い
の
を
見
て
、
こ
の
両
方
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
仮
名
の
用
法
の
問
題
と
し
て
取
扱
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
宣
長
翁
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
一
つ
の
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
事
実
は
、
こ
れ
よ
り
も
な
お
面
白
く
珍
し
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
じ
音

の
仮
名
の
中
に
で
も
、
語
に
よ
っ
て
こ
れ
に
用
い
る
仮
名
が
違
っ
て
お
っ
て
、
お
の
お
の
き
ま
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
音
の
仮
名
、「
こ
」
な
ら
「
こ
」
に
当
る
仮
名
に
つ
い
て
は
、

一
般
に
「
許
」
と
「
古
」
と
二
つ
を
用
い
て
い
る
中
に
、
例
え
ば
「
子
」
と
い
う
意
味
の
「
こ
」
の

場
合
に
は
「
古
」
を
用
い
て
、「
許
」
を
用
い
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
、
ま
た
「
め
」
の
音
に
は
一

般
に
「
売
」「
米
」
を
用
い
た
中
に
女
と
言
う
意
味
の
「
め
」
に
は
「
売
」
の
方
を
用
い
て
、「
米
」

と
い
う
字
を
用
い
た
例
は
な
い
。
あ
る
い
は
「
み
」
の
音
に
は
「
美
」「
微
」
を
一
般
的
に
使
う
の
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で
あ
る
が
、
　カ

ミ神　
の
「
み
」、
あ
る
い
は
木
の
実
の
「
み
」
と
か
、
身
の
「
み
」
は
「
微
」
と
い
う
字
を

使
っ
て
、「
美
」
と
い
う
字
を
使
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
ま
だ
沢
山
あ
っ
て
「
と
」
と
か
、

「
ひ
」
と
か
、「
け
」
と
か
、「
き
」
と
か
、「
ぬ
」
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、「
ぬ
」
は

一
般
に
「
奴
」
と
「
怒
」
を
用
い
て
い
る
中
に
、「
　ヌ野　
」
で
あ
る
と
か
、「
　ツ
ヌ角　
」
で
あ
る
と
か
、「
　
シ
ヌ
ブ
偲　
」、

「
　シ

ヌ篠　
」
と
い
う
風
な
現
在
「
の
」
と
発
音
す
る
も
の
は
、
昔
は
「
ぬ
」
と
言
っ
て
、
そ
の
「
ぬ
」
に

は
「
怒
」
を
使
っ
て
「
奴
」
を
使
っ
た
例
は
な
い
。「
奴
」
と
「
怒
」
は
音
が
同
じ
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
中
の
或
る
語
に
お
い
て
は
「
怒
」
を
使
っ
て
「
奴
」
を
使
わ
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な

　き
ま定　
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
付
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
こ
う
い
う
風
の
定
り
と
い
う

も
の
は
『
万
葉
集
』
等
に
は
　ほ

の仄　
か
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
す
べ
て
を
調
べ
な
い
。
け
れ
ど
も

『
古
事
記
』
の
仮
名
の
使
い
方
は
非
常
に
厳
重
で
あ
っ
て
、
他
の
書
物
は
『
古
事
記
』
ほ
ど
に
は
厳

重
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
宣
長
翁
が
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
か
よ
う
に
宣
長
翁
の
『
古
事
記
』
研
究
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』
の
仮
名
の
使
い
方
の
上
に
清
濁
が

非
常
に
厳
重
に
使
い
分
け
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
或
る
特
殊
の
語
に
よ
っ
て
は
特
殊
の

仮
名
の
定
り
が
あ
る
こ
と
、
こ
う
い
う
二
つ
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
宣
長
翁
は
『
古
事
記
』
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
精
密
に
調
べ
る
暇
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
宣
長
翁
の
弟
子
で
あ
る
石
塚
龍
麿
が
そ
の
研
究
を
　つ続　
い
で
、
先
ず
清
濁
に
関
す
る
研

究
を
行
っ
て
、
そ
の
結
果
を
集
め
て
『
古
言
清
濁
考
』
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
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の
特
殊
の
語
に
お
け
る
仮
名
の
使
い
方
に
つ
い
て
も
、
ま
た
宣
長
翁
の
研
究
を
拡
充
し
て
『
仮
名

遣
奥
山
路
』
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
仮
名
の
用
法
上
の
調
査
研
究
に

つ
い
て
、
宣
長
翁
の
研
究
が
『
古
事
記
』
に
限
ら
れ
て
い
た
の
を
　お

し
ひ
ろ

推
拡　
め
て
あ
ら
ゆ
る
古
典
に
つ

い
て
研
究
し
た
の
が
龍
麿
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。『
清
濁
考
』
の
方
は
、
宣
長
翁
の
は
じ
め
て

言
わ
れ
た
清
濁
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
『
古
事
記
』
の
み
な
ら
ず
『
万
葉
集
』『
　に

ほ
ん
ぎ

日
本
紀　
』
そ
の
他

古
代
の
文
献
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果
、
古
代
に
お
い
て
は
清
音
の
仮
名
と
濁
音
の
仮
名
と
は
ち
ゃ

ん
と
使
い
分
け
て
あ
る
と
い
う
宣
長
翁
の
説
の
正
し
い
こ
と
を
認
め
て
、
そ
う
し
て
、
ど
う
い
う

語
の
ど
こ
が
濁
音
で
あ
る
か
、
ど
こ
が
清
音
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
一
々
の
語
に
つ
い
て
区
別

し
て
、
そ
う
し
て
そ
の
証
拠
と
す
べ
き
実
例
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
三
冊
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
初
め
に
清
濁
相
対
す
る
万
葉
仮
名
の
表
が
あ
り
ま
し
て
、
一
番
初
め
に
『
古
事
記
』
の
仮

名
を
出
し
、
ど
ん
な
文
字
は
清
音
、
ど
ん
な
文
字
は
濁
音
と
区
別
し
て
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
次
に

『
万
葉
集
』『
日
本
紀
』
の
仮
名
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
以
上
三
種
の
書
に
つ
い
て
仮
名
の
清
濁
の

区
別
を
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
は
「
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
」
の
順
で
単
語
を
出
し
て
、

ど
こ
が
濁
る
か
、
ど
こ
が
濁
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
古
典
か
ら
例
証
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
に
よ
る
と
、
例
え
ば
「
騒
」
と
い
う
意
味
の
「
さ
わ
ぐ
」
の
「
ぐ
」
が
昔
は

清
音
で
「
く
」
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
「
仇
」「
敵
」
と
い
う
意
味
の
「
あ
だ
」
は
昔
は
「
あ
た
」

で
　ひ
と
ま
ろ

人
麿　
の
歌
の
「
あ
た
み
た
る
　と
ら虎　
が
　ほ吼　
ゆ
る
」
の
「
あ
た
」
を
清
音
の
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
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近
畿
地
方
等
で
「
狐
が
あ
た
ん
す
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
「
あ
た
ん
す
る
」
は
復
讐
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
「
あ
た
み
」
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
動
詞
で
「
あ
た
み
、
あ

た
む
、
あ
た
め
」
と
活
用
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
名
詞
に
な
っ
て
「
あ
た
み
」
に
な

り
更
に
「
あ
た
ん
」
と
転
じ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
れ
で
も
「
あ
だ
」
で
な
く
し
て
「
あ
た
」
と

清
む
と
い
う
こ
と
が
解
り
ま
す
。「
あ
た
」
は
室
町
時
代
に
も
清
音
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
鳥
な
ど
が

草
の
中
を
　く
ぐ潜　
る
と
い
う
こ
と
を
『
万
葉
集
』
等
に
「
く
く
」「
く
き
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が

「
草
ぐ
き
」
と
い
う
の
は
名
詞
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
　こ木　
の
　ま間　
飛
び
く
く
　

う
ぐ
い
す

鶯　
」
と
あ
る

の
は
動
詞
の
例
で
す
。
こ
れ
を
「
潜
る
」
と
い
う
語
を
聯
想
し
て
「
く
ぐ
」
と
読
ん
で
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
「
く
く
」
で
濁
ら
な
い
の
で
す
。
か
よ
う
に
大
抵
の
場
合
は
清
濁
が
分
け
て
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
実
例
に
つ
い
て
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
語
に
よ
っ
て
は
少
し
は
っ
き
り
し
な
い
も

の
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
色
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
我
々
の
見

る
こ
と
の
出
来
る
本
が
写
し
違
い
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
乱
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た

同
時
に
、
語
に
よ
っ
て
は
或
る
場
合
に
は
濁
音
に
発
音
し
、
或
る
場
合
に
は
清
音
に
発
音
す
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
助
詞
の
「
ぞ
」
な
ど
は
清
濁
が
は
っ
き
り
決

め
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
も
と
は
清
音
で
「
そ
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
他
の
語
の

下
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
段
々
濁
音
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、

或
る
場
合
に
は
濁
音
、
或
る
場
合
に
は
清
音
で
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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そ
う
い
う
訳
で
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
す
っ
か
り
決
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
よ
う
で
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
大
体
に
お
い
て
清
濁
を
区
別
し
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『
清
濁
考
』
に
関
す
る
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
し
て
、
次
に
本
居
宣
長
翁
が
は
じ
め
て
言
い
出
し
た

特
別
の
語
に
お
け
る
仮
名
の
　き
ま定　
り
、
例
え
ば
子
の
「
こ
」
に
は
「
古
」
を
当
て
る
、
女
の
「
め
」
に

は
「
売
」
を
当
て
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
研
究
を
、
龍
麿
は
『
古
事
記
』
の
み
な
ら
ず
広
く
そ

の
当
時
の
典
籍
に
つ
い
て
行
っ
た
結
果
と
し
て
、
実
に
意
外
な
こ
と
が
見
付
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
結
果
を
ま
と
め
て
書
い
た
も
の
が
『
仮
名
遣
奥
山
路
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
は
写

本
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
余
り
世
間
に
は
沢
山
は
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
や
は
り
三
冊
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
写
本
で
伝
わ
っ
た
も
の
を
昭
和
四
年
に
な
っ
て
「
日

本
古
典
全
集
」
と
い
う
、
学
問
の
研
究
上
に
は
必
要
な
書
物
を
沢
山
収
め
て
あ
る
叢
書
の
中
に
二

冊
と
し
て
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
の
所
で
は
唯
一
の
版
本
で
す
。
こ
れ
は
実
は
私
が
写
し
て
お

い
た
本
を
土
台
に
し
て
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
龍
麿
は
ど
う
い
う
結
果
を
得
た
か
と
申
し
ま
す

と
、
宣
長
翁
の
『
古
事
記
』
研
究
か
ら
得
た
結
果
は
「
こ
」
は
「
古
」
も
「
許
」
も
　
あ
ま
ね
遍　
く
使
っ
た
中

に
お
い
て
、
子
の
場
合
は
「
古
」
を
使
っ
て
「
許
」
を
使
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
特
別
の
語
に

お
け
る
文
字
の
定
り
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
龍
麿
の
研
究
し
た
所
に
よ
る
と
、
実
は
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
も
っ
と
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
の
き
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
我
々
は
古
代
の
万
葉
仮
名
を
、
例
え
ば
「
こ
」
と
読
ん
で
正
し
く
解
釈
出
来
れ
ば
、
そ
れ
を
皆
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「
こ
」
の
仮
名
と
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
許
己
」
と
あ
る
の
を
「
こ
こ
」
と
読
ん
で
「
此
処
」

の
意
味
に
解
し
て
ち
ょ
う
ど
正
し
く
解
釈
出
来
れ
ば
、「
許
」
に
「
己
」
も
「
こ
」
の
仮
名
で
あ
る

と
考
え
、「
古
」
と
あ
る
の
を
「
こ
」
と
読
ん
で
、「
子
」
の
意
味
に
解
釈
し
て
正
当
だ
と
認
め
ら

れ
れ
ば
、「
古
」
も
「
こ
」
の
仮
名
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
色
々
の
場
合
に

つ
い
て
そ
う
や
っ
て
「
こ
」
と
読
ん
で
意
味
が
と
れ
る
の
で
、「
許
」
も
「
己
」
も
「
古
」
も
「
こ
」

の
仮
名
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
此
処
」
を

「
こ
こ
」
と
言
い
、「
子
」
を
「
こ
」
と
い
う
の
は
、
我
々
の
言
語
、
少
な
く
と
も
後
世
の
言
語
に

お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
こ
」
に
当
る
か
ら
、「
許
」
も
「
己
」
も
「
古
」
も
「
こ
」
だ
と
い

う
の
は
、
こ
れ
ら
の
万
葉
仮
名
は
後
世
の
「
こ
」
に
当
る
仮
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
ら

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
龍
麿
が
調
べ
て
み
る
と
「
許
」
と
「
古
」
は
『
古
事
記
』
に
お

い
て
は
立
派
に
区
別
せ
ら
れ
て
い
て
、
単
に
「
　ヒ

コ彦　
」
な
ら
「
　ヒ

コ彦　
」
と
い
う
語
に
お
い
て
そ
の
コ
に

い
つ
も
「
古
」
を
用
い
て
「
許
」
を
用
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
我
々
が
コ
と
読
ん

で
い
る
一
切
の
語
の
中
に
お
い
て
、
或
る
語
に
は
「
許
」
を
書
い
て
「
古
」
を
書
か
な
い
。
或
る

語
に
は
「
古
」
を
書
い
て
「
許
」
を
書
か
な
い
。
例
え
ば
「
　コ子　
」、「
　ヒ

コ彦　
」
の
コ
は
「
古
」
を
書
い
て

「
許
」
を
書
か
な
い
。「
　
コ
コ
ロ
心　
」
の
コ
は
「
許
」
を
書
い
て
「
古
」
は
書
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
あ

ら
ゆ
る
「
こ
」
を
含
ん
で
い
る
語
が
「
許
」
を
書
く
か
「
古
」
を
書
く
か
の
二
つ
に
分
れ
て
い
る
。

ま
た
「
こ
」
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
の
方
も
多
く
の
仮
名
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
二
つ
に
わ
か
れ
て
、
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古
―――
故
、
固
、
枯
、
孤
、
庫

な
ど
は
「
古
」
と
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
、

許
―――
己
、
去
、
巨
、
拠
、
居

な
ど
は
「
許
」
と
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
し
か
も
、「
古
」
の
類
と
「
許
」
の
類
と
は
決
し
て
同

じ
に
用
い
る
こ
と
な
く
、
こ
の
二
つ
の
類
の
間
に
は
、
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
両
方
と
も
す
べ
て
「
こ
」
の
仮
名
と
思
っ
て
い
て
、

ど
ち
ら
も
同
音
の
仮
名
で
、
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な

く
し
て
「
古
」
の
類
の
仮
名
な
ら
ば
、
互
い
に
通
用
し
て
ど
れ
を
使
っ
て
も
構
わ
ぬ
が
、「
許
」
の

類
の
仮
名
を
使
う
所
に
は
決
し
て
使
わ
な
い
。
例
え
ば
「
子
」
に
は
「
古
」
の
類
の
仮
名
の
ど
れ

を
使
っ
て
も
よ
い
が
、「
許
」
の
類
の
仮
名
は
使
わ
な
い
。
ま
た
「
許
」
の
類
も
同
様
で
、
同
類

の
仮
名
は
互
い
に
通
用
す
る
が
、
異
類
の
も
の
と
は
通
用
し
な
い
。
こ
う
い
う
風
に
、
あ
ら
ゆ
る

「
こ
」
に
当
る
万
葉
仮
名
が
二
類
に
分
れ
て
、
そ
う
し
て
語
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
類
を
使
う
か
と
い

う
こ
と
が
ち
ゃ
ん
と
定
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
二
類
の
間
の
区
別
が
非
常
に
厳
重
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
見
付
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
「
こ
」
の
仮
名
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
多
く
の
万
葉
仮
名

が
、
こ
う
い
う
風
に
二
つ
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
に
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
同
じ
音
に
発
音
す
る
も
の
で
も
、「
い
」
と
「
ゐ
」、「
え
」
と
「
ゑ
」、「
お
」
と
「
を
」
の
ご

と
き
は
、
平
仮
名
や
片
仮
名
で
は
区
別
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮
名
に
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も
区
別
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
考
え
や
す
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
右
の

「
こ
」
に
あ
た
る
仮
名
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
区
別
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
も
の
が
何

も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
　

め
く
ら
め
っ
ぽ
う

盲
滅
法　
に
一
つ
一
つ
実
例
に
つ
い
て
調
べ
て
行
く
よ
り
仕
方
が
な

い
。
宣
長
翁
が
『
古
事
記
』
の
仮
名
の
用
法
の
研
究
か
ら
見
出
し
た
の
は
、
こ
う
い
う
事
実
の
或

る
一
端
だ
け
で
あ
っ
た
訳
で
、
こ
れ
を
或
る
特
別
の
語
に
用
い
る
万
葉
仮
名
の
　き定　
ま
り
と
見
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
本
当
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

か
よ
う
な
事
実
は
、
古
代
の
あ
ら
ゆ
る
文
献
か
ら
「
こ
」
な
ら
「
こ
」
に
当
る
仮
名
の
用
例
を
す
っ

か
り
集
め
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
み
て
、
始
め

て
判
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
随
分
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
風

に
し
て
、
こ
れ
ま
で
何
人
も
思
い
が
け
な
か
っ
た
全
く
新
し
い
事
実
が
判
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
よ
う
な
区
別
が
あ
ら
ゆ
る
仮
名
に
あ
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
比
較
的
少
数
の
仮
名
に
お
い
て
の
み
、
か
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
で
あ

り
ま
し
て
、
先
ず
普
通
は
十
三
の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮
名
が
、
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
区
別
は
普
通
の
仮
名
（
平
仮
名
や
片
仮
名
）
で
は
書
き
分
け
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
こ
」
に
当
る
も
の
な
ら
、「
古
」
の
類
も
「
許
」
の
類

も
ど
ち
ら
も
「
こ
」
に
あ
た
る
の
で
、
両
類
の
区
別
は
普
通
の
仮
名
で
書
き
分
け
る
こ
と
が
出
来

な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
区
別
は
、
左
の
十
三
の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮
名
に
あ
る
の
で
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あ
り
ま
す
。

エ
、
キ
、
ケ
、
コ
、
ソ
、
ト
、
ヌ
、
ヒ
、
ヘ
、
ミ
、
メ
、
ヨ
、
ロ

　
こ
れ
だ
け
の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮
名
が
、
お
の
お
の
二
つ
の
類
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
挙
げ
た
仮
名
は
、
多
く
の
万
葉
仮
名
を
代
表
し
て
い
る
も
の
で
、
つ
ま
り
「
エ
」
な
ら
我
々

が
「
エ
」
と
読
ん
で
い
る
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
を
さ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
万
葉
仮
名
が
二
つ
の

類
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、「
エ
」
は
ま
た
か
よ
う
な
万
葉
仮
名
の
二
類
を
含
ん

で
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。「
キ
」
も
キ
と
読
む
万
葉
仮
名
の
た
く
さ
ん
の
も
の
が
二
つ

の
類
に
分
れ
て
お
っ
て
、
同
じ
類
に
属
す
る
万
葉
仮
名
は
ど
れ
も
同
様
に
用
い
ら
れ
る
が
、
違
っ

た
種
類
に
属
す
る
も
の
は
決
し
て
同
じ
に
は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
　ユ

キ雪　
」
の

キ
に
は
「
伎
」「
企
」「
枳
」
な
ど
の
ど
れ
を
使
っ
て
も
よ
く
、「
　ツ

キ月　
」
の
キ
に
は
「
紀
」「
奇
」
な
ど

ど
れ
を
使
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
「
　ツ

キ月　
」
の
キ
に
は
「
伎
」「
企
」「
枳
」
な
ど
は
用
い
ず
、「
　ユ

キ雪　
」

の
キ
に
は
「
紀
」「
奇
」
な
ど
は
用
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
き
っ
ぱ
り
二
つ
の
類
に
分
れ
て
い
る
。

仮
名
が
二
つ
に
分
れ
る
と
同
時
に
こ
れ
を
用
い
る
語
も
二
つ
に
分
れ
て
、「
伎
」「
企
」「
枳
」
な
ど

を
用
い
て
「
紀
」「
奇
」
な
ど
を
用
い
な
い
語
「
　ユ

キ雪　
」「
　キ

ミ君　
」「
　キ

ノ
フ

昨
日　
」「
　

ア
キ
ラ
カ

明　
」
な
ど
と
、「
紀
」「
奇
」

な
ど
を
用
い
て
「
伎
」「
企
」「
枳
」
な
ど
を
用
い
な
い
語
「
　ツ
キ月　
」「
　キ
リ霧　
」「
　ツ
キ槻　
」
な
ど
と
の
二
つ
に
分

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
『
奥
山
路
』
に
載
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
以
上

の
十
三
の
仮
名
に
お
け
る
二
種
の
別
は
、
普
通
の
奈
良
時
代
の
書
物
に
す
べ
て
こ
う
い
う
風
に
あ
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る
の
で
あ
り
ま
す
が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
も
う
少
し
余
計
の
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
古

事
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
ま
だ
「
チ
」
と
「
モ
」
と
が
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は
明
瞭
に
説
い
て
は
お
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、『
奥
山
路
』
の

中
に
、
仮
名
の
類
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
仮
名
を
用
い
る
語
を
分
け
て
挙
げ
た
処
を
見
ま
す

と
、
他
の
も
の
は
皆
二
つ
に
分
け
て
あ
り
ま
す
が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
「
ヒ
」
だ
け
は
三
類

に
分
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
　ヒ比　
」
の
類
と
「
　ヒ肥　
」
の
類
と
「
　ヒ斐　
」
の
類
と
、
こ
う

い
う
風
に
三
つ
に
分
け
て
あ
る
の
で
、「
ヒ
」
だ
け
は
三
つ
に
分
れ
る
と
考
え
た
ら
し
い
の
で
す
。

こ
れ
だ
け
が
、『
古
事
記
』
の
仮
名
の
他
と
違
っ
た
点
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
右
に
挙
げ
た
十
三
の
仮
名
に
濁
音
の
あ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
濁
音
の
仮
名
も
清

音
と
同
じ
く
二
類
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
キ
」
と
同
じ
く
「
ギ
」
に
も
二

種
類
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
十
三
の
仮
名
の
中
、
濁
音
の
あ
る
の
は
キ
、
ケ
、
コ
、
ソ
、

ト
、
ヒ
、
ヘ
の
七
つ
で
あ
り
ま
す
が
、
龍
麿
は
そ
の
う
ち
「
キ
、
コ
、
ト
、
ヒ
、
ヘ
」
の
濁
音
が
二

類
に
分
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
が
、「
ケ
」
と
「
ソ
」
の
濁
音
だ
け
は
二
類
あ
る
こ
と
を

認
め
ず
、
す
べ
て
一
類
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
十
三
の
仮
名
以
外
の
も
の
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、「
い
ろ
は
」
の
四
十
七
の
中
、
上
に

述
べ
た
十
三
の
仮
名
以
外
の
も
の
は
、
例
え
ば
「
か
」
な
ら
「
か
」、「
あ
」
な
ら
「
あ
」
は
こ
れ
に

当
る
万
葉
仮
名
は
沢
山
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
皆
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
区
別
な
く
、
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「
か
」
と
か
「
あ
」
と
か
の
仮
名
に
当
る
所
に
す
べ
て
通
用
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
一
つ
の
類
で

あ
る
。
そ
の
濁
音
も
す
べ
て
同
様
で
、
一
つ
の
仮
名
が
一
類
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
挙
げ
た
も
の
を
総
計
す
る
と
、
十
三
の
仮
名
に
お
の
お
の
二
類
が
あ
る
か
ら
二
十
六
類
、

そ
の
濁
音
七
つ
の
う
ち
、
五
つ
だ
け
が
二
類
に
わ
か
れ
、
二
つ
は
お
の
お
の
一
類
で
あ
る
か
ら
濁

音
は
す
べ
て
十
二
類
、
以
上
合
計
三
十
八
類
。
次
に
清
音
四
十
七
の
内
か
ら
右
の
十
三
を
除
い
た

三
十
四
お
よ
び
そ
の
濁
音
十
三
は
お
の
お
の
一
類
で
あ
る
か
ら
合
計
四
十
七
類
、
こ
れ
を
前
の
合

計
と
加
え
れ
ば
総
計
八
十
五
類
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
奈
良
朝
の
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
は
、
以
上

八
十
五
類
に
分
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
『
古
事
記
』
の
仮
名
だ
と
、
他
の
も

の
よ
り
も
「
チ
」
と
「
モ
」
と
「
ヒ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
類
ず
つ
多
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら

総
計
八
十
八
類
に
な
り
ま
す
。

　
右
の
龍
麿
の
研
究
は
、
そ
の
性
質
か
ら
言
う
と
、
仮
名
の
通
用
す
る
か
通
用
し
な
い
か
を
し
ら

べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
語
が
、
い
ろ
い
ろ
の
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
る
例
を
集
め
て
、
ど

の
仮
名
と
ど
の
仮
名
と
が
同
じ
所
に
用
い
ら
れ
る
か
を
調
べ
、
同
じ
語
の
同
じ
部
分
を
表
わ
す
た

め
に
用
い
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
万
葉
仮
名
は
、
互
い
に
通
用
す
る
も
の
と
認
め
て
同
類
の
仮
名
と

し
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
互
い
に
通
用
し
な
い
も
の
と
認
め
て
異
類
の
仮
名
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

万
葉
仮
名
を
類
別
し
た
結
果
、
す
べ
て
八
十
五
類
を
得
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
普
通
の
仮
名
、

す
な
わ
ち
平
仮
名
や
片
仮
名
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
普
通
の
仮
名
の
一
つ
一
つ
が
、
こ
の
諸
類
の
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一
つ
一
つ
に
一
致
す
る
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
、
か
の
十
三
の
仮
名
お
よ
び
そ
の
濁
音
の
仮
名
は
、

一
つ
が
二
つ
の
類
を
合
せ
た
も
の
に
一
致
し
、
そ
の
二
類
の
区
別
は
普
通
の
仮
名
の
区
別
に
は
一

致
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
し
て
普
通
の
仮
名
で
書
き
分
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
区
別
が

上
古
の
万
葉
仮
名
に
発
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
仮
名
の
用
法
の
研
究
か
ら
、
こ
う

い
う
結
論
が
出
て
来
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
契
沖
阿
闍
梨
が
古
書
に
お
け
る
仮
名

の
用
法
を
調
査
し
て
、
昔
は
ア
行
の
「
イ
」「
エ
」「
オ
」
と
、
ワ
行
の
「
ヰ
」「
ヱ
」「
ヲ
」
と
区
別

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
と
全
く
同
じ
手
続
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
違
う
所
は
、

契
沖
阿
闍
梨
の
は
「
イ
」
と
「
ヰ
」、「
エ
」
と
「
ヱ
」、「
オ
」
と
「
ヲ
」
は
発
音
は
同
じ
で
あ
っ

て
も
、
仮
名
と
し
て
は
も
と
よ
り
違
っ
た
も
の
と
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
同
様
に
発
音
す
る

「
伊
」
と
か
「
以
」
と
か
「
異
」
と
か
「
移
」
と
か
「
為
」
と
か
「
委
」
と
か
「
韋
」
と
か
「
謂
」
と

か
な
ど
の
万
葉
仮
名
が
二
つ
の
類
に
分
れ
て
混
用
し
な
い
こ
と
を
見
出
し
て
も
、
そ
の
各
類
を
代

表
さ
せ
る
に
ち
ょ
う
ど
都
合
の
よ
い
「
イ
」
と
「
ヰ
」
の
仮
名
が
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
区
別
を

普
通
の
仮
名
で
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
龍
麿
が
見
出
し
た
十
三
の
仮
名

に
お
け
る
二
類
の
区
別
は
、
万
葉
仮
名
だ
け
に
お
け
る
区
別
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
普
通
の
仮
名
で

代
表
さ
せ
、
仮
名
の
違
い
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
、
そ
の
点
で
少
し
様
子
が
違
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
違
い
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
平
仮
名
・
片
仮
名
に
お
け
る
区

別
が
万
葉
仮
名
に
お
け
る
区
別
と
合
わ
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
我
々
が
同
音
に
発
音
し
て
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い
る
仮
名
を
昔
の
人
が
区
別
し
て
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
龍
麿
も

契
沖
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
同
音
の
仮
名
の
使
い
わ
け
と
い
う
こ
と
が
仮
名
遣
の
問
題
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
契
沖
と
同
じ
く
、
龍
麿
の
研
究
も
仮
名
遣
の
研
究
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
訳
で
あ

り
ま
す
。
龍
麿
が
そ
の
書
に
『
仮
名
遣
奥
山
路
』
と
名
を
附
け
た
の
は
、
こ
れ
を
仮
名
遣
の
問
題

と
し
て
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
正
し
い
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
か
よ
う
に
、
龍
麿
の
研
究
は
、
古
典
に
お
け
る
仮
名
の
用
法
の
研
究
の
上
か
ら
、
同
じ
仮
名
だ

と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
区
別
が
あ
っ
て
混
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、

契
沖
の
研
究
も
古
典
の
仮
名
の
用
法
の
研
究
か
ら
、
同
音
に
発
音
す
る
仮
名
の
間
に
区
別
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
も
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

龍
麿
の
見
出
し
た
仮
名
の
使
い
わ
け
は
、
そ
れ
ま
で
は
全
然
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
に
対
し

て
、
契
沖
が
古
典
の
中
か
ら
見
出
し
た
よ
う
な
同
音
の
仮
名
の
使
い
わ
け
と
い
う
こ
と
は
、
ず
っ

と
以
前
か
ら
仮
名
遣
の
問
題
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
契
沖
は
、
む
し
ろ
以
前
か
ら
あ
っ

た
そ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
古
代
の
実
例
に
つ
い
て
調
べ
て
み
て
、
実
際
古
代
の
文
献
に

は
、
そ
の
仮
名
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
確
か
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
龍
麿
の
見
出
し
た
仮
名
の
使
い
わ
け
は
、
従
来
は
何
人
も
こ
れ
に
気
づ
い
た
も
の
な
く
、

そ
う
い
う
こ
と
は
問
題
に
も
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
龍
麿
は
宣
長
の
研
究
か
ら
導

か
れ
て
、
古
典
に
お
け
る
実
例
を
一
生
懸
命
に
調
べ
て
、
は
じ
め
て
そ
ん
な
使
い
わ
け
が
あ
る
こ
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と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
、
研
究
を
は
じ
め
た
径
路
の
上
に
は
違
い
が
あ
り
ま

す
が
、
ど
ち
ら
も
仮
名
の
用
法
の
問
題
で
あ
り
、
こ
と
に
仮
名
の
使
い
わ
け
で
あ
る
点
で
、
共
に

仮
名
遣
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
契
沖
が
研
究
し
た
の
は
、
以
前
か
ら
仮
名
遣
と

し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
に
対
し
て
、
龍
麿
が
見
出
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
何
人

に
も
知
ら
れ
ず
、
且
つ
上
代
の
万
葉
仮
名
に
の
み
あ
っ
て
、
後
の
普
通
の
仮
名
に
は
見
ら
れ
な
い

奥
深
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
龍
麿
は
そ
の
書
を
『
仮
名
遣
奥
山
路
』
と
名
づ
け
た
の
で

あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
龍
麿
は
、
同
じ
仮
名
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
に
、
使
い
わ
け
が
あ
る
こ
と
を
仮
名
遣
の
問
題

と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
普
通
の
場
合
、
仮
名
遣
は
発
音
の
問
題
と
関
係
し
て
来

ま
す
。「
い
」
と
「
ゐ
」
の
区
別
が
昔
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
代
に
発
音
が
違
っ
て
お
っ

た
、
一
方
は
「
イ
」
で
一
方
は
「
ウ
ィ
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
音
が
違
っ
て
お
れ
ば
、
仮
名
を

区
別
し
て
書
く
こ
と
は
何
で
も
な
い
。
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
発
音
の
区
別
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、

ど
ち
ら
を
書
く
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。「
入
る
」
が
イ
ル
で
あ
り
「
居
る
」
が
ウ
ィ
ル
で

あ
る
間
は
「
入
」
は
「
い
る
」
と
書
き
、
居
は
「
ゐ
る
」
と
書
い
て
決
し
て
混
同
す
る
こ
と
は
な

い
が
、
ウ
ィ
が
変
じ
て
イ
と
な
れ
ば
、「
い
」
と
「
ゐ
」
も
「
入
る
」
と
「
居
る
」
も
同
音
に
な
っ

て
、「
い
」
と
「
ゐ
」
の
用
法
に
混
乱
が
起
り
、「
入
る
」
や
「
居
る
」
を
ど
ち
ら
の
仮
名
で
書
く
の

が
正
し
い
か
が
疑
問
に
な
り
、
仮
名
遣
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
仮
名
遣
は
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音
の
時
代
的
変
化
と
関
係
が
あ
り
、
同
音
の
仮
名
が
正
し
く
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
も
と

は
そ
の
表
わ
す
音
に
区
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
が
普
通
の
例
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
、
か
よ
う
な
点
に
関
し
て
、
龍
麿
は
自
分
の
見
出
し
た
古
代
の
特
別
の
仮
名
遣
に
つ
い
て
ど

う
い
う
風
に
考
え
て
お
っ
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
は
何
か
発
音
の
区
別
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
お
っ
た
よ
う
な
形
迹
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
は
っ
き
り
し
た

こ
と
は
判
り
ま
せ
ぬ
。
し
か
し
我
々
か
ら
み
れ
ば
発
音
の
区
別
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
仮
名
の
使
い
分
け
と
し
て

考
え
て
お
い
た
だ
け
で
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
も
古
典
を
読
む
上
に
は
必
要
な

決
し
て
ゆ
る
か
せ
に
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
も
う
少
し
龍
麿
の
研
究
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。『
古
言
清
濁
考
』
も
『
仮
名

遣
奥
山
路
』
も
寛
政
年
間
に
出
来
た
も
の
で
、
今
か
ら
百
四
、
五
十
年
前
の
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
後
こ
の
研
究
が
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
一
方
の
『
古
言
清
濁
考
』
は
そ

の
後
の
学
界
に
大
分
反
対
が
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　あ
ら
き
だ
ひ
さ
お
い

荒
木
田
久
老　
の
『
　し
な
の
ま
ん
ろ
く

信
濃
漫
録　
』
の
中
に

も
龍
麿
の
説
を
信
用
し
な
い
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
　む

ら
た
は
る
み

村
田
春
海　
な
ど
も
疑
わ
し
い
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
清
濁
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
む

ず
か
し
い
問
題
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
ど
も
は
大
体
に
お
い
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
と

認
め
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
龍
麿
以
後
、
徹
底
的
に
調
べ
た
も
の
は
な
い
の
で
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あ
り
ま
す
か
ら
、
な
お
今
後
の
研
究
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
『
仮
名
遣
奥
山
路
』
の
説
、
殊
に
十
三
の
仮
名
に
お
け
る
二
類
の
区
別
に
つ
き
ま
し

て
は
、
そ
の
後
殆
ど
研
究
し
た
も
の
も
な
く
、
実
際
『
奥
山
路
』
の
研
究
が
ど
ん
な
性
質
の
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
判
っ
た
人
も
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
　く
さ
か
ど
の
ぶ
た
か

草
鹿
砥
宣
隆　
と
い

う
人
が
『
　こ

げ
ん
べ
つ
お
ん
し
ょ
う

古
言
別
音
抄　
』
と
い
う
も
の
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
奥
山
路
』
を
基
礎
に
し
て
書

い
た
も
の
で
、
そ
れ
を
読
め
ば
龍
麿
の
研
究
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
世
間
に
写
本
が
二
、
三
冊
位
し
か
な
く
、
近
年
京
都
の
篤
志
家

が
謄
写
版
で
版
に
し
ま
し
て
幾
分
か
世
に
広
ま
っ
た
位
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
こ
れ
に
関
す

る
研
究
な
ど
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
明
治
以
後
に
な
っ
て
出
来
た
国
語
学

書
の
解
説
や
国
語
学
史
に
も
『
奥
山
路
』
の
書
名
は
載
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
珍
し
い
注
目

す
べ
き
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
一
向
判
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
一
つ
は

こ
の
書
物
の
書
き
方
が
甚
だ
粗
略
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
、
誰
に
も
思
い
掛
け
な
い
全
く
新
奇
な

事
実
を
伝
え
る
の
に
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
一
方
、
余
り
独
断
的
に
見
え
る
よ
う
な
所
も
あ
っ
て
、

そ
の
本
当
の
性
質
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
実
は
私
も
大
学
の

国
語
研
究
室
に
こ
の
書
物
の
写
本
が
あ
り
ま
し
て
（
こ
れ
は
震
災
の
時
に
焼
け
ま
し
た
が
）
ず
っ

と
前
に
見
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
分
に
は
判
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
明
治
四
十
二
年
の
頃
、
ち
ょ
う
ど
私
が
国
語
調
査
委
員
会
に
お
り
ま
し
て
『
万
葉
集
』
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の
文
法
に
関
す
る
こ
と
を
調
査
し
て
色
々
例
を
集
め
て
お
っ
た
内
に
、
そ
の
第
十
四
巻
の
　

あ
ず
ま
う
た

東
歌　
の

中
に
「
我
」
と
あ
る
べ
き
所
に
「
家
」
と
使
っ
て
あ
る
の
で
少
し
変
だ
と
思
っ
て
、
こ
の
巻
の
中
の

す
べ
て
の
「
家
」
の
字
を
集
め
て
考
え
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
当
面
の
問
題
の
解
決

に
は
用
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
て
見
て
行
く
中
に
、
助
動
詞
の
「
け
り
」
の

「
け
」
と
か
形
容
詞
の
語
尾
の
「
け
」
と
か
に
は
、
い
つ
も
こ
の
「
家
」
の
字
が
出
て
来
る
の
を
見

て
、
引
つ
づ
き
、
あ
ら
ゆ
る
「
け
」
と
い
う
音
に
つ
い
て
『
万
葉
集
』
を
ず
っ
と
調
べ
て
み
ま
し

た
と
こ
ろ
が
、
我
々
が
普
通
「
け
」
と
読
ん
で
い
る
万
葉
仮
名
に
、
語
に
よ
っ
て
い
ず
れ
の
字
を

使
う
か
と
い
う
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と
を
見
付
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ま
だ
そ
の
他

に
「
キ
」
と
か
「
コ
」
と
か
い
う
音
に
も
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
見
当
を
附
け
て
調
べ
て

お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
に
大
学
の
国
語
研
究
室
に
行
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

時
に
偶
然
『
古
言
別
音
抄
』
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
見
た
と
こ
ろ

が
、
ち
ょ
う
ど
私
の
や
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
、
そ
う
し
て
そ
れ
は

『
奥
山
路
』
に
　よ拠　
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
『
奥
山

路
』
を
読
み
ま
し
て
、
そ
う
し
て
よ
く
見
る
と
、
成
程
そ
う
で
あ
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
研
究

で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
が
『
奥
山
路
』
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
か
よ
う

な
事
実
を
知
っ
た
の
で
な
く
、
独
立
し
て
自
身
で
こ
の
事
実
を
見
出
し
た
、
　

す
く
な

尠　
く
も
或
る
部
分
だ

け
は
自
分
で
見
出
し
た
と
い
う
関
係
か
ら
し
て
、
こ
の
書
物
が
大
変
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
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と
や
、
ど
ん
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
解
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
ど
う
い
う
点
に

欠
点
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
判
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
は
も
う
一
度
や
り
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
そ
し
て
段
々
調
査
も
進
め
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
当
時
他
の
仕
事

を
主
と
し
て
お
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
方
面
を
専
門
に
研
究
し
よ
う
と
い
う
積
り
は
な
か
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
ま
り
急
い
で
研
究
を
進
め
ず
、
今
で
も
大
部
分
の
調
査
は
終
っ
て

お
り
ま
す
が
、
研
究
は
ま
だ
完
結
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
龍
麿
の
『
奥
山
路
』
に

つ
い
て
は
大
体
の
性
質
が
解
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
言
語
学
会
と
か
、
国
学
院
大
学
の
国
語
学
会

で
紹
介
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、『
帝
国
文
学
』
に
始
め
て
「
国
語
仮
名
遣
研
究
史
上
の
一
発

見
」
と
い
う
題
で
大
正
六
年
の
十
一
月
号
に
書
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
こ
の
『
奥
山
路
』

の
研
究
が
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
あ
り
。
非
常
に
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
仮
名
遣
の
研

究
の
歴
史
か
ら
見
て
ど
ん
な
位
置
を
占
め
、
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
大
正
六
年
の
こ
と
で
、
当
時
国
語
国
文
学
の
研
究
と
い
う

こ
と
は
非
常
に
衰
え
て
お
っ
た
時
分
で
あ
り
ま
し
て
、
別
に
注
目
す
る
人
も
な
か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
そ
の
後
、
大
正
の
末
か
ら
今
日
ま
で
の
間
に
国
文
学
が
非
常
に
盛
ん
に
な
り
ま
し
て
、
国
語

学
の
研
究
も
追
々
進
み
、
殊
に
か
よ
う
な
古
代
の
仮
名
遣
の
こ
と
は
『
万
葉
集
』
な
ど
古
典
の
訓

読
や
解
釈
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
非
常
に
関
係
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
次
第
に
注
意
を
　ひ惹　
く

こ
と
に
な
り
、
若
い
人
た
ち
も
段
々
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
今
日
に
お
い
て
は
こ
う
い
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う
方
面
に
関
す
る
論
文
が
大
分
色
々
出
て
お
り
ま
す
。

　
次
に
、
私
が
心
附
き
ま
し
た
、
龍
麿
の
研
究
の
間
違
っ
て
い
る
点
だ
け
を
申
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
訂
正
す
れ
ば
、
龍
麿
の
研
究
は
今
日
に
お
い
て
も
大
体
役
に
立
つ
こ
と
と

思
い
ま
す
。
龍
麿
の
研
究
に
よ
る
と
、
奈
良
朝
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
万
葉
仮
名
は
八
十
五
類
に
わ

か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
す
こ
し
誤
り
が
あ
り
ま
す
。
先
ず
、
龍
麿
が

濁
音
の
仮
名
で
二
類
に
分
れ
て
い
る
の
は
五
つ
で
あ
る
と
し
た
の
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

七
つ
に
お
い
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
に
述
べ
た
十
三
の
仮
名
の
中
で
濁
音
が
あ

る
の
は
「
キ
、
ケ
、
コ
、
ソ
、
ト
、
ヒ
、
ヘ
」
と
七
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
濁
音
に
な
る
も

の
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
の
七
つ
と
も
、
濁
音
の
も
の
も
清
音
と
同
様
に
お
の
お
の
二
類
の
区
別

が
あ
り
ま
す
。
龍
麿
は
「
ケ
」
と
「
ソ
」
だ
け
の
濁
音
は
共
に
二
類
を
認
め
ず
、
す
べ
て
一
類
に

し
ま
し
た
が
、
や
は
り
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
二
類
に
分
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
そ
う
す
る
と

「
ケ
」
と
「
ソ
」
と
の
濁
音
が
二
つ
ふ
え
ま
し
て
総
数
が
八
十
七
類
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
奈
良
朝

時
代
に
お
い
て
互
い
に
違
っ
た
類
の
仮
名
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
て
お
っ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考

え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
『
古
事
記
』
で
は
龍
麿
は
八
十
八
類
を
認
め
た
よ
う
で
あ

り
ま
す
が
、
龍
麿
は
『
古
事
記
』
に
は
「
チ
」
と
「
モ
」
と
が
二
類
に
分
れ
て
い
る
と
し
ま
し
た
。

そ
の
中
「
チ
」
は
間
違
い
で
、「
チ
」
は
『
古
事
記
』
で
も
一
類
で
す
。
ま
た
「
ヒ
」
を
三
類
に
分

れ
る
と
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
、「
ヒ
」
も
や
は
り
二
類
で
あ
り
ま
す
。
す
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な
わ
ち
、『
古
事
記
』
が
他
の
も
の
と
異
な
る
点
は
「
モ
」
が
二
類
に
分
れ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
総
数
が
一
つ
ふ
え
て
八
十
八
類
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
恐
ら
く
奈
良
朝
時
代
、
あ
る
い
は
も

う
少
し
古
い
時
代
に
、
互
い
に
違
っ
た
も
の
と
し
て
使
い
分
け
て
あ
る
万
葉
仮
名
の
類
別
の
総
数

で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
龍
麿
の
研
究
で
は
「
ヌ
」
が
二
類
に
分
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ

う
で
な
く
「
ノ
」
が
二
類
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
ノ
」
が
二
類
に
分
れ
、「
ヌ
」
は
た
だ
一

つ
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
龍
麿
は
、「
ヌ
」
が
二
つ
で
、「
ノ
」
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
考
え
た
の
で

あ
り
ま
す
が
、「
ヌ
」
は
一
類
で
あ
っ
て
「
ノ
」
が
二
類
で
あ
る
。
結
局
は
「
ヌ
」
と
「
ノ
」
と
合

せ
て
三
類
で
、
総
数
に
は
変
り
な
い
。
一
方
の
減
っ
た
代
り
に
一
方
で
ふ
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

『
古
事
記
』
に
「
怒
」
で
書
い
て
あ
る
「
野
」「
角
」「
偲
」「
篠
」「
楽
」
な
ど
の
語
は
今
で
も
「
ヌ
」

の
音
と
見
て
「
ヌ
」「
ツ
ヌ
」「
シ
ヌ
ブ
」「
シ
ヌ
」「
タ
ヌ
シ
」
と
読
ん
で
お
り
ま
す
が
、
後
世
の

言
語
で
は
こ
れ
ら
は
み
な
「
ノ
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
完
了
の
助
動
詞
の
「
ぬ
」、「
　ヌ

マ沼　
」「
　ヌ

ク貫　
」

「
　ヌ
シ主　
」「
　キ
ヌ衣　
」
な
ど
の
「
ヌ
」
は
「
奴
」
の
類
の
文
字
で
書
い
て
、
前
の
「
怒
」
の
類
の
文
字
で
は

書
か
ず
、
別
の
類
に
属
す
る
。
ま
た
助
詞
の
「
の
」「
　

ノ
ボ
ル

登　
」「
　ノ

チ後　
」「
　ト

ノ殿　
」
な
ど
の
「
ノ
」
は
「
能
」

の
類
の
文
字
を
用
い
て
、
　も
ち
ろ
ん

勿
論　
以
上
の
二
つ
と
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
怒
」
の
類
、「
奴
」
の
類
、

「
能
」
の
類
、
と
三
類
に
わ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
龍
麿
は
「
怒
」
と
「
奴
」
と
を
共

に
「
ぬ
」
に
当
る
も
の
と
し
「
能
」
だ
け
を
「
の
」
に
当
る
も
の
と
し
て
「
ぬ
」
に
二
類
あ
る
も
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の
と
見
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
前
申
し
た
ご
と
く
「
怒
」
の
類
は
平
安
朝
以
後
の
言
語
で
は
す
べ

て
「
の
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
「
能
」
と
共
に
「
の
」
に
あ
た
る
も
の

と
し
、「
奴
」
は
平
安
朝
以
後
も
「
ぬ
」
に
当
り
ま
す
か
ら
、「
の
」
が
二
類
に
わ
か
れ
「
ぬ
」
は
一

類
で
あ
る
と
す
る
方
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
右
の
「
怒
」
の
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
「
野
」「
角
」「
偲
」「
篠
」「
楽
」
な
ど
の
諸
語
は
、

『
万
葉
集
』
の
訓
で
も
古
く
は
「
の
」「
つ
の
」「
し
の
ぶ
」「
し
の
」「
た
の
し
」
と
読
ん
で
い
た
の

で
す
が
、
江
戸
時
代
の
国
学
者
が
「
ぬ
」「
つ
ぬ
」「
し
ぬ
ぶ
」「
し
ぬ
」「
た
ぬ
し
」
と
改
め
た
も

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
「
奴
」
の
類
と
「
能
」
の
類
と
は
、
昔
か
ら
今
ま
で
「
ぬ
」
と
「
の
」
と
に
読

ん
で
い
ま
す
。「
怒
」
の
類
を
「
ぬ
」
と
読
む
こ
と
に
し
た
の
は
、
古
く
は
「
奴
」
の
類
と
同
じ
音

で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
「
の
」
と
な
っ
て
「
能
」
の
類
と
同
じ
音
に
な
っ
た
と
考
え
た
か
ら
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
く
は
「
怒
」
の
類
は
「
奴
」
と
も
「
能
」
と

も
区
別
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
「
ぬ
」
と
読
ん
で
も
「
の
」
と
読
ん
で
も
、
そ
の
区
別
を

表
わ
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
他
の
仮
名
に
も
あ
る
こ
と
で
、「
こ
」
で
も
、
古

く
は
「
古
」
の
類
と
「
許
」
の
類
と
に
わ
か
れ
て
い
る
の
を
、
共
に
「
こ
」
と
読
ん
で
い
る
の
で

す
か
ら
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、「
古
」
の
類
も
「
許
」
の
類

も
こ
れ
を
「
こ
」
と
よ
め
ば
後
世
の
語
と
一
致
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
共
に
「
こ
」
と
読
む
の
で
あ

り
ま
す
。「
怒
」
の
類
は
、
後
世
の
語
で
は
す
べ
て
「
の
」
に
な
っ
て
い
て
「
ぬ
」
と
は
な
っ
て
い
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ま
せ
ん
か
ら
、
こ
れ
を
「
の
」
と
よ
む
方
が
正
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、「
能
」
の
類
も

ま
た
後
世
の
「
の
」
に
一
致
し
ま
す
か
ら
、「
の
」
に
当
る
も
の
に
「
怒
」
の
類
と
「
能
」
の
類
と

二
つ
の
類
が
あ
る
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
怒
」
類
で

書
い
て
あ
る
諸
語
も
、「
の
」「
つ
の
」「
し
の
ぶ
」「
し
の
」「
た
の
し
」
と
読
ん
で
よ
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
他
に
多
少
問
題
に
な
る
点
も
あ
り
、
ま
た
、

古
典
語
と
し
て
「
ぬ
」「
つ
ぬ
」「
し
ぬ
ぶ
」
な
ど
読
む
こ
と
も
か
な
り
久
し
い
慣
例
と
な
っ
て
い

ま
す
か
ら
、
現
代
の
読
み
方
と
し
て
は
必
ず
し
も
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
理
論
上
は
右
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
十
三
の
仮
名
を
五
十
音
図
に
宛
て
て
み
ま
す
と
、
龍
麿

の
説
に
よ
る
と
、

ア
段
　
　
（
ナ
シ
）

イ
段
　
キ
、
ヒ
、
ミ

ウ
段
　
ヌ

エ
段
　
エ
、
ケ
、
ヘ
、
メ

オ
段
　
コ
、
ソ
、
ト
、
モ
、
ヨ
、
ロ

か
よ
う
に
な
っ
て
、
段
に
よ
っ
て
多
い
少
な
い
の
違
い
が
あ
り
、
オ
段
に
属
す
る
も
の
が
最
も
多

く
、
エ
段
、
イ
段
こ
れ
に
つ
ぎ
、
ウ
段
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
ア
段
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
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わ
ち
ウ
段
に
は
「
ヌ
」
の
ほ
か
に
は
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
私
の
い
う
よ
う
に
「
ヌ
」
が
二

類
に
わ
か
れ
ず
、「
ノ
」
が
二
類
に
わ
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ア
段
と
ウ
段
と
に
は
全
く
な
く

な
り
、
オ
段
は
ふ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
オ
段
は
特
に
多
い
の
で
あ
っ
て
、『
古
事
記
』
に
の

み
二
類
に
分
れ
て
い
る
の
も
「
モ
」
で
あ
っ
て
、
オ
段
に
属
し
ま
す
。
か
よ
う
な
点
か
ら
見
て
も
、

「
ヌ
」
に
お
け
る
別
と
す
る
よ
り
も
「
ノ
」
に
お
け
る
別
と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
り
ま
す
。
龍
麿
の
説
は
か
よ
う
に
訂
正
す
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

三

　　
前
回
は
　い

し
づ
か
た
つ
ま
ろ

石
塚
龍
麿　
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ず
っ
と
古
い
時
代
に
今
我
々
が
同
じ
仮
名
で
あ
る
と
思
っ

て
い
る
も
の
の
中
に
二
つ
に
分
れ
て
い
た
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
十
三
の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮

名
が
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
龍
麿
の
研
究

に
は
、
今
見
る
と
多
少
間
違
い
も
あ
っ
て
、
清
音
の
仮
名
が
二
類
に
わ
か
れ
て
い
る
の
に
、
こ
れ
に

対
す
る
濁
音
の
仮
名
に
は
二
つ
に
分
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
認
め
た
が
、
そ
れ
は
間
違

い
で
、
十
三
の
仮
名
の
中
に
お
い
て
、
清
濁
相
対
す
る
も
の
は
、
濁
音
の
仮
名
に
お
い
て
も
、
す
べ

て
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
龍
麿
は
「
チ
」
お
よ
び
「
モ
」
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の
仮
名
が
お
の
お
の
二
つ
に
分
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
、「
モ
」
だ

け
が
二
つ
に
分
れ
る
。
そ
れ
で
、
結
局
ず
っ
と
古
い
時
代
に
お
い
て
八
十
七
類
の
区
別
が
あ
り
、

そ
れ
だ
け
が
互
い
に
違
っ
た
も
の
と
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
お
っ
た
の
で
、
更
に
『
古
事
記
』
に

お
い
て
は
も
う
一
つ
ふ
え
て
八
十
八
だ
け
が
違
っ
た
類
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を

申
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
こ
の
龍
麿
の
研
究
を
見
ま
す
と
、
そ
の
中
に
は
今
申
し
た
事
に
対
す
る
例
外
と
認
め
ら
れ

る
も
の
が
大
分
出
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
「
何
々
と
あ
る
は
正
し
か
ら
ず
」
と
い
う
風
に
、
右

の
よ
う
な
き
ま
り
に
合
わ
な
い
例
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
例
外
な
ん
で
、
二
類
に

分
れ
て
混
ず
る
こ
と
な
し
と
言
い
な
が
ら
し
か
も
例
外
、
す
な
わ
ち
分
れ
て
い
な
い
例
が
あ
る
。

そ
れ
も
ご
く
　わ

ず僅　
か
な
ら
ば
ま
だ
よ
い
が
、
相
当
の
数
に
上
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、
右
の
結
論
は
正
し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
、
二
類
の
別
が
あ
る
と
い
う
の
は
た
だ
そ
う
見
え

る
だ
け
で
、
厳
格
に
言
え
ば
そ
ん
な
区
別
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
今
か
ら
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
龍
麿
が
見
ま
し
た
色
々
の
古
典
の
本
文
が
間
違
っ
て
い
て
正

し
く
な
い
た
め
に
、
実
際
は
乱
れ
て
い
な
い
も
の
が
乱
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
も
の
も
相
当
に

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
無
論
昔
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、『
万
葉
集
』
に
し
て
も
寛
永
年
間
に

刊
行
さ
れ
た
版
本
を
見
た
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
通
行
本
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
江
戸

時
代
の
学
者
は
大
抵
そ
れ
ば
か
り
見
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
相
当
誤
字
の
あ
る
本
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で
、
近
来
ず
っ
と
古
い
『
万
葉
集
』
の
写
本
が
大
分
出
て
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
比
べ
て
見
る
と

処
々
字
が
違
っ
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
字
を
訂
正
す
れ
ば
例
外
と
な
ら
な
い
も
の
を
、

そ
れ
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
に
正
し
く
な
い
例
が
出
来
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
文

法
の
考
え
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
二
つ
に
分
け
る
べ
き
も
の
を
一
つ
に
し
た
た
め
に
、

例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
カ
行
四
段
動
詞
の
已
然
形
と

命
令
形
は
、
仮
名
で
書
け
ば
両
方
と
も
同
じ
「
け
」
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
昔
の
万
葉
仮
名
で

は
、
別
の
類
の
文
字
で
書
い
て
あ
っ
て
、
区
別
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
の
に
、
龍
麿
は
こ
の
二
つ
の

形
を
同
じ
と
考
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
多
少
例
外
が
出
来
て
、
二
つ
の
類
の
仮
名
が
混
じ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
『
万
葉
集
』
の
通
行
本
の
訓
が

正
し
く
な
い
た
め
、
あ
る
い
は
解
釈
が
間
違
っ
て
い
た
た
め
に
仮
名
の
用
法
が
乱
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
た
も
の
も
沢
山
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
殊
に
『
万
葉
集
』
巻
十
四
の
　

あ
ず
ま
う
た

東
歌　
お
よ
び
巻
二
十

の
　さ

き
も
り

防
人　
の
歌
に
お
い
て
例
外
が
取
分
け
多
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
見
る
所
で
は
、
こ
れ
は
東

国
の
言
語
で
、
大
和
そ
の
他
中
央
部
と
は
違
っ
た
田
舍
の
言
語
で
あ
る
が
た
め
に
そ
う
い
う
例
外

が
多
い
の
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
特
に
違
っ
た
地
方
の

言
語
を
用
い
た
も
の
は
、
全
体
と
し
て
除
外
す
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
し
て
見

て
行
く
と
、
例
外
す
な
わ
ち
右
に
述
べ
た
よ
う
な
仮
名
の
区
別
を
乱
し
た
例
は
非
常
に
少
な
く
な

る
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
に
一
つ
も
例
外
が
な
い
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
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ど
も
、
龍
麿
の
挙
げ
た
よ
り
も
非
常
に
少
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
見
れ
ば
、
と
も

か
く
龍
麿
の
結
論
は
多
少
の
訂
正
を
加
え
れ
ば
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
誰
も
や
ら
な
か
っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
仮
名
に
わ
た
っ
て
、
ど
う
い
う
仮
名

と
ど
う
い
う
仮
名
は
同
じ
よ
う
に
用
い
る
、
ど
う
い
う
仮
名
と
ど
う
い
う
仮
名
は
同
じ
場
合
に
は

用
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
一
々
の
仮
名
の
用
法
の
調
査
を
行
っ
て
、
今
の
よ
う
な
結
果
を
得
た

と
い
う
こ
と
は
、
非
常
な
功
績
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
龍
麿
の
挙
げ
ま
し
た
、
十
三
の
仮
名
が
お
の
お
の
二
類
に
分
れ
て
い
る
も
の
の
中
、「
エ
」
に

当
る
仮
名
が
二
類
に
分
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
前
に
述
べ
ま
し
た
ア
行
の
「
エ
」

と
、
ヤ
行
の
「
エ
」
の
区
別
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
　お

く
む
ら
て
る
ざ
ね

奧
村
栄
実　
が
研
究
し
ま
し
た
、
ア
行
の
「
エ
」

と
ヤ
行
の
「
エ
」
の
区
別
に
当
る
の
で
あ
り
ま
す
。
龍
麿
は
こ
の
エ
に
あ
た
る
二
類
を
、
ア
行
の

「
エ
」
と
ヤ
行
の
「
エ
」
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
っ
て
お
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
実
例
の
上
か

ら
し
て
、
エ
が
二
類
に
分
れ
て
用
法
上
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
う
し
て
年
代
か
ら
言
い
ま
す
と
、『
　こ
げ
ん
え
え
べ
ん

古
言
衣
延
弁　
』
よ
り
は
龍
麿
の
方
が
先
で
あ
り
ま
す
。

私
は
話
の
順
序
と
し
て
『
古
言
衣
延
弁
』
の
こ
と
を
前
に
述
べ
ま
し
た
が
、
実
は
あ
の
方
が
少
し

後
な
の
で
、
発
表
さ
れ
た
年
月
か
ら
い
う
と
お
よ
そ
三
十
年
も
龍
麿
の
方
が
前
で
あ
り
ま
す
。
得

た
結
果
か
ら
見
れ
ば
『
衣
延
弁
』
の
方
が
一
層
進
歩
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実
を
明
ら
か

に
し
た
点
に
お
い
て
は
、
龍
麿
が
既
に
先
鞭
を
着
け
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
今
の
普
通
の
仮
名
で
書
き
分
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
十
三
の
仮
名
が
お
の
お
の
二
類
に

分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
奈
良
朝
の
も
の
に
つ
い
て
見
ま
す
と
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
多
少

例
外
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
「
ケ
」
の
仮
名
に
つ
い
て
は
、
私
の
こ
れ
ま
で
見
た
奈

良
朝
時
代
の
す
べ
て
の
文
献
の
中
で
、
疑
わ
し
い
例
は
た
だ
二
つ
だ
け
し
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
「
　ケ介　
」
と
い
う
字
で
書
い
て
あ
る
も
の
で
、「
け
」
に
当
る
万
葉
仮
名
は
「
　ケ計　
」
の
類
と

「
　ケ気　
」
の
類
と
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、『
万
葉
集
』
の
中
に
「
介
」
と
い
う
字

が
四
回
使
っ
て
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
回
は
「
　ケ計　
」
類
の
仮
名
を
用
い
る
べ
き
処
に
、
二
回
は
「
　ケ気　
」

類
の
仮
名
を
用
い
る
べ
き
処
に
用
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
「
介
」
は
ど
ち
ら
の
類
に

属
す
る
か
き
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
に
属
す
る
と
し
て
も
二
つ
ず
つ
の
例
外
が
出

来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
ケ
の
仮
名
は
例
外
は
少
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か

の
仮
名
に
お
き
ま
し
て
は
、
も
う
少
し
例
外
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
仮
名
が

古
代
の
文
献
に
用
い
ら
れ
た
例
は
、
よ
ほ
ど
の
数
で
あ
り
ま
し
て
、
殊
に
「
キ
」
の
仮
名
な
ど
は

非
常
に
沢
山
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
ま
だ
正
確
な
数
は
算
え
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、

恐
ら
く
千
以
上
使
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
例
外
が
十
ま
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
位
の
例
外
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
の
例
外
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
類
の

区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
や
は
り
区
別
が
あ
る
、
た

だ
ど
う
か
し
て
多
少
　ま
ぎ紛　
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
紛
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れ
た
の
は
、
今
我
々
の
見
る
こ
と
の
出
来
る
古
典
に
お
い
て
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
も
、
あ
る
い
は

そ
れ
は
古
く
起
っ
た
写
し
違
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
を
ど
う
い

う
風
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
色
々
の
考
え
方
が
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く

も
今
の
所
で
は
絶
対
に
例
外
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
僅
か
ば
か
り
は
例
外
が
あ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
殊
に
そ
れ
が
仮
名
に
よ
っ
て
多
少
程
度
の
差
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
オ
段
の

仮
名
の
方
が
他
の
も
の
に
比
べ
て
比
較
的
例
外
が
多
く
、
オ
段
の
中
で
も
「
ト
」
と
い
う
仮
名
に

は
割
合
に
例
外
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
歴
史
的
に
見
ま
す
と
、
平
安
朝
に
入

る
と
そ
の
例
外
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
来
て
、
そ
う
し
て
　だ
い
ご

醍
醐　
、
　む
ら
か
み

村
上　
の
　み

よ

御
代　
に
な
り
ま
す
と
、

か
よ
う
な
区
別
の
あ
っ
た
痕
迹
も
見
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
は
大
体
に
お
い
て
奈
良
朝

く
ら
い
ま
で
で
終
り
、
平
安
朝
に
な
る
と
区
別
が
な
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
（
た
だ
し

エ
だ
け
は
特
別
で
、
平
安
朝
に
入
っ
て
も
そ
の
初
期
に
は
区
別
が
あ
り
ま
す
）。
区
別
が
な
く
な

れ
ば
書
き
分
け
る
必
要
も
な
く
、
一
つ
で
よ
い
訳
で
あ
り
ま
す
。
更
に
平
安
朝
ば
か
り
で
な
く
奈

良
朝
の
末
の
方
に
な
る
と
大
分
混
乱
が
見
え
て
来
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
殊
に
或
る
仮
名
に

な
る
と
奈
良
朝
の
中
頃
か
ら
終
頃
に
な
る
と
全
く
区
別
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
逆
に
　
さ
か
の
ぼ
溯　
っ
て
行
く
と
、『
古
事
記
』
に
な
り
ま

す
と
「
モ
」
に
も
二
類
の
区
別
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
も
は
や
そ
の
区
別
が

認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。『
古
事
記
』
は
　て
ん
む

天
武　
天
皇
が
　ひ
え
だ
の
あ
れ

稗
田
阿
礼　
に
　
で
ん
し
ょ
う

伝
誦　
さ
せ
ら
れ
た
の
を
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　お
お
の
や
す
ま
ろ

太
安
万
侶　
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
は
そ
れ
は
も
う
少
し
古
い
時
代
の
言
語
お
よ
び

発
音
を
比
較
的
忠
実
に
伝
え
て
お
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
奈
良
朝
よ

り
も
も
う
少
し
古
い
時
代
に
お
い
て
は
、
奈
良
朝
に
あ
っ
た
よ
り
も
も
っ
と
多
く
の
仮
名
に
お
い

て
区
別
が
あ
り
、
　
す
く
な
尠　
く
と
も
「
モ
」
の
仮
名
だ
け
は
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ

よ
り
も
っ
と
古
く
溯
れ
ば
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
　す

い
こ

推
古　
天
皇
時
代
の
も
の
が
幾
ら
か
　の

こ遺　
っ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
代
の
も
の
に
右
の
よ
う
な
仮
名
の
使
い
わ
け
が
あ
る
か
ど
う
か

は
、
そ
れ
だ
け
は
明
瞭
に
判
り
ま
せ
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
万
葉
仮
名
で
書
い
た
も
の
が
非
常
に
少

な
い
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
仮
名
が
ど
ん
な
場
合
に
用
い
ら
れ
、
ど
ん
な
場
合
に
用
い
ら
れ
な
い
か

を
き
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
奈
良
朝
に
お
け
る
例
と
比
較
し
て

見
ま
す
と
、
や
は
り
推
古
天
皇
時
代
に
お
い
て
も
そ
う
い
う
区
別
が
あ
っ
た
と
認
め
て
よ
く
、
そ

れ
に
　そ

む背　
く
よ
う
な
例
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
更
に
古
く
な
れ
ば
ど
う
な
る
か
、
そ
れ

は
我
々
は
ち
ょ
っ
と
何
と
も
言
え
ま
せ
ぬ
が
、
こ
の
種
の
仮
名
の
用
法
上
の
区
別
が
後
に
な
る
ほ

ど
少
な
く
な
り
、
古
い
ほ
ど
多
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
の
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
ず
っ
と
古
い
時

代
に
な
れ
ば
、
も
っ
と
沢
山
の
仮
名
に
お
い
て
こ
の
種
の
区
別
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
単
に
推
測
に
過
ぎ
ま
せ
ぬ
。

　
さ
て
こ
れ
ま
で
は
主
と
し
て
仮
名
の
使
い
分
け
の
問
題
と
し
て
考
え
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
で
は
、
そ
う
い
う
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
何
故
で
あ
る
か
と
考
え
て
見
ま
す
と
、
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そ
れ
は
ど
う
し
て
も
単
に
仮
名
だ
け
で
使
い
分
け
て
お
っ
た
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

実
際
の
発
音
が
同
じ
で
あ
る
の
を
、
単
に
こ
の
仮
名
は
こ
う
い
う
語
に
使
い
、
こ
の
仮
名
は
こ
の

語
に
使
う
と
い
う
風
に
し
て
覚
え
て
、
使
い
わ
け
た
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
や
は
り
発
音
上

そ
う
い
う
区
別
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
音
の
違
い
が
文
字
の
上
に
現
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
　か

い
の
く
に

甲
斐
国　
の
「
カ
」
を
「
甲
」
と
書
き
ま
す
が
、
実
際
古

典
に
も
甲
斐
国
の
「
カ
」
は
甲
の
字
が
大
抵
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る

と
、
甲
斐
と
い
う
国
名
と
「
甲
」
の
字
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
故
、
こ
れ
を
「
甲
」
の
字
で
書
く

と
い
う
　き
ま定　
り
が
自
然
に
出
来
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
甲
斐
と
い
う
国
名
を
い
つ
も
き
ま
っ
た

一
つ
の
文
字
（「
甲
」
の
字
）
で
書
く
と
い
う
　き

ま定　
り
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
右
に
述
べ
た
よ

う
な
仮
名
の
使
い
分
け
を
見
る
と
、「
エ
」
に
し
て
も
「
ケ
」
に
し
て
も
「
キ
」
に
し
て
も
、
こ
れ

に
使
う
万
葉
仮
名
は
非
常
に
沢
山
の
違
っ
た
文
字
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
二
つ
の
類
に
わ
か
れ
て
い

る
。
そ
う
し
て
同
じ
語
で
も
い
つ
も
同
じ
字
で
書
く
の
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
文
字
で
書
く
。

そ
の
場
合
に
、
一
々
の
文
字
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
ど
の
類
に
属
す
る
か
を
覚
え
、
ま
た
語
に
つ
い

て
も
こ
の
語
は
ど
の
類
の
字
で
書
く
べ
き
か
を
一
々
記
憶
し
て
、
そ
れ
で
間
違
わ
な
い
で
書
き
分

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
殆
ど
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
奈
良
朝
時
代
に
お
い

て
色
々
の
ち
が
っ
た
人
が
書
い
た
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
用
い
る
万
葉
仮
名
は
必
ず
し
も
同
じ
文

字
で
は
な
い
の
に
、
皆
一
様
に
二
類
の
区
別
が
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
奈
良
朝
の
文
献
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は
幾
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
『
古
事
記
』
は
無
論
太
安
万
侶
一
人
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
ま
す
と
、
数
人
の
　
へ
ん
し
ゅ
う
し
ゃ

編
輯
者　
が
あ
っ
て
、
巻
ご
と
に

違
っ
て
い
る
と
は
言
え
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、
巻
に
よ
っ
て
誰
か
が
主
に
な
っ
て
書
い
た
と
い
う
違

い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
巻
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
仮
名
を
み
る
と
、
全
く
同
類
に
属

す
る
仮
名
で
ど
ん
な
字
を
使
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
こ
の
巻
に
は
他
に
用
い

な
い
特
別
の
文
字
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
巻
と
こ
の
巻
は

誰
が
書
き
、
こ
の
巻
と
こ
の
巻
と
は
誰
が
書
く
と
い
う
風
に
、
分
担
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
『
日
本
書
紀
』
を
見
ま
し
て
も
、
や
は
り
仮
名
の
二
類
の
区
別
は
同
じ

よ
う
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
『
万
葉
集
』
は
　へ

ん
さ
ん

編
纂　
し
た
者
は
一
人
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
の
土
台
に
な
っ
た

も
の
は
非
常
に
沢
山
あ
っ
て
、
色
々
の
昔
の
歌
集
や
歌
を
書
い
て
お
い
た
も
の
な
ど
を
集
め
て
来

た
も
の
で
、
決
し
て
或
る
人
が
始
め
て
書
き
お
ろ
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
文
字
の
使
い
方

や
歌
の
書
き
方
も
い
ろ
い
ろ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
を
見
て
も
、
や
は
り
仮
名
の
用

法
で
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
区
別
が
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て

も
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
は
当
時
の
人
の
発
音
に
お
い
て
音
が
違
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音

を
写
し
た
仮
名
に
区
別
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
「
　ツ

キ月　
」
の
「
キ
」
に
は
「
紀
」（
ま

た
は
こ
れ
と
同
類
）
の
仮
名
を
書
き
、
　ユ
キ雪　
の
「
キ
」
に
は
「
伎
」（
ま
た
は
こ
れ
と
同
類
）
の
仮
名
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を
書
く
。
こ
の
「
つ
き
」
の
キ
と
「
ゆ
き
」
の
キ
と
は
後
世
に
お
い
て
は
同
音
に
な
っ
た
が
、
そ
の

時
代
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
音
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
実
際
ど
う
い
う
発
音
で
あ
っ
た
か
は

急
に
は
　き定　
め
ら
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
同
じ
音
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
昔
の

「
イ
」
と
「
ヰ
」
が
違
っ
た
発
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
同
じ
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
発
音

が
別
だ
か
ら
、「
紀
」
の
類
の
仮
名
は
「
つ
き
」
の
ご
と
き
キ
の
音
を
表
わ
し
、「
伎
」
の
類
の
仮

名
は
「
ゆ
き
」
の
ご
と
き
キ
の
音
を
表
わ
し
て
、
両
者
の
用
い
場
所
が
自
然
に
分
れ
て
、
混
同
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
に
、
別
々
の
音
を
表
わ
し
た
「
紀
」
の
類
と
「
伎
」

の
類
と
を
、
同
じ
「
き
」
の
仮
名
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
音
変
化
の
結
果
、
二
つ
の
音
が

一
音
に
帰
し
、「
つ
き
」
の
キ
も
「
ゆ
き
」
の
キ
も
同
音
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
だ
か
ら
、
そ
の
当
時
の
人
か
ら
見
る
と
、
こ
う
い
う
風
に
二
類
の
仮
名
で
「
キ
」
を
書
き
分
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
今
の
人
が
「
カ
」
と
い
う
音
と
「
キ
」
と
い
う
音
を
書
き
分
け
る
の
と
同
じ
こ
と

で
、
む
し
ろ
書
き
違
え
る
方
が
不
思
議
で
あ
り
ま
す
。
違
っ
た
音
で
あ
っ
た
な
ら
ば
立
派
に
書
き

分
け
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
は
そ
う
い
う
状
態
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
前
に
言
っ
た
通
り
、
東
国
語
に
お
い
て
は
例
外
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
は
、

ど
う
し
て
も
こ
の
区
別
が
発
音
上
の
区
別
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
拠
立
て
る

と
思
い
ま
す
。
既
に
今
日
の
言
語
を
見
て
も
判
る
通
り
、
言
語
の
音
と
い
う
も
の
は
土
地
に
よ
っ

て
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
方
に
お
い
て
区
別
し
て
い
る
音
を
他
の
地
方
に
お
い
て
混
同
す
る
と
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い
う
こ
と
も
無
論
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
「
シ
」
の
音
と
「
ス
」
の
音
と
は
立
派
に
別
々

の
音
と
し
て
発
音
し
聴
き
分
け
て
お
り
ま
す
が
、
東
北
地
方
に
　ゆ往　
く
と
「
シ
」
と
「
ス
」
が
同
じ

音
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
シ
」
で
も
な
い
「
ス
」
で
も
な
い
、
同
じ
音
に
な
っ
て
区
別
が
判
ら
な

い
。
従
っ
て
、
我
々
は
「
シ
」
と
「
ス
」
と
を
書
き
わ
け
る
こ
と
は
な
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
東
北
の
人
は
「
シ
」
と
「
ス
」
と
を
正
し
く
書
く
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
中
央
の
国
々
で
は
区
別
し
書
き
わ
け
て
い
る
の
に
、
東
国

で
は
こ
れ
を
混
同
し
て
い
る
も
の
が
多
い
と
い
う
の
は
、
や
は
り
発
音
に
区
別
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
と
解
釈
し
て
始
め
て
よ
く
解
釈
出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
共
に
、
時
代
的
に
見
れ

ば
、
ず
っ
と
古
い
時
代
に
厳
格
に
区
別
せ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
或
る
も
の
は
奈
良
朝
の
半
頃
か
ら
、

或
る
も
の
は
奈
良
朝
の
末
頃
か
ら
段
々
区
別
が
混
同
し
て
、
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
大
抵
区
別

が
な
く
な
っ
た
ろ
う
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
の
も
、
元
は
発
音
上
区
別
が
あ
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
が
、
段
々
音
が
近
寄
っ
て
来
て
遂
に
混
同
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
、
古

く
は
「
い
」
は
母
音
の
「
イ
」
で
あ
り
、「
ゐ
」
は
「
ウ
ィ
」
と
い
う
音
で
あ
っ
た
が
、
段
々
区
別

が
な
く
な
っ
て
共
に
同
じ
「
イ
」
の
音
と
な
っ
て
「
い
」
と
「
ゐ
」
を
混
同
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
同
じ
よ
う
に
、
発
音
の
時
代
的
変
遷
で
あ
っ
た
と
見
れ
ば
よ
く
判
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
点
か
ら
見
て
も
、
発
音
の
区
別
に
基
づ
く
仮
名
の
用
法
上
の
区
別
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

う
し
て
、
現
に
「
エ
」
の
仮
名
に
お
け
る
二
類
の
別
に
関
し
て
は
、
ア
行
の
「
エ
」
と
、
ヤ
行
の
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「
エ
」
の
区
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
述
べ
た
『
衣
延
弁
』
以
来
の
研
究
に
よ
っ
て
既
に
明

瞭
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
発
音
の
区
別
で
あ
り
ま
す
。
十
三
の
仮
名
の

中
、
た
っ
た
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
エ
」
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
発
音
の
区
別
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
他
の
十
二
の
仮
名
に
お
い
て
も
、
何
か
し

ら
発
音
の
区
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
大
概
推
測
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
ま
た
「
エ
」
を
除
い
た
十
二
の
仮
名
を
五
十
音
図
に
当
て
て
み
る
と
、
イ
の
段
に
三
つ
（
キ
、

ヒ
、
ミ
）、
エ
の
段
に
三
つ
（
ケ
、
へ
、
メ
）、
オ
の
段
に
六
つ
（
コ
、
ソ
、
ト
、
ノ
、
ヨ
、
ロ
）
あ

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
、
エ
、
オ
の
三
つ
の
段
だ
け
に
あ
っ
て
、
ア
、
ウ
の
段
に
は
一
つ
も
あ
り

ま
せ
ぬ
。
こ
う
い
う
こ
と
も
、
や
は
り
音
の
上
の
区
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
点
か
ら
見
て
、
こ
う
い
う
風
な
区
別
、
す
な
わ
ち
後
世
は
同
じ
音

に
な
っ
た
仮
名
に
古
い
時
代
に
お
い
て
使
い
分
け
の
あ
る
こ
と
は
、
仮
名
だ
け
の
区
別
で
は
な
く
、

発
音
上
に
区
別
が
あ
っ
た
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
う
し
ま
す
と
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
奈
良
朝
時
代
に
お
い
て
万
葉
仮
名
が
八
十
七
類
に

区
別
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
音
と
し
て
八
十
七
の
違
っ
た
音
を
用
い
て
お
っ
た
、

そ
れ
だ
け
の
音
を
言
い
分
け
、
聴
き
分
け
、
使
い
分
け
て
お
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
も
う
少
し
古
く
な
れ
ば
八
十
八
の
音
を
区
別
し
て
お
っ
た
（
す
な
わ
ち
『
古
事
記
』
の
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言
語
は
そ
う
い
う
状
態
で
あ
り
ま
す
）。
そ
れ
が
、
奈
良
朝
に
は
数
が
少
な
く
な
っ
て
八
十
七
に

な
り
、
平
安
朝
に
入
る
と
、
先
ず
「
エ
」
以
外
の
十
二
の
仮
名
と
こ
れ
に
対
す
る
七
つ
の
濁
音
の

仮
名
と
に
当
る
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
ず
つ
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
前
よ
り
も
十
九
だ
け
減
じ
て
六
十
八
音
に
な
り
ま
す
。
そ
の
中
の

濁
音
を
除
い
て
清
音
の
仮
名
だ
け
取
れ
ば
四
十
八
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が
前
に
述
べ
た

「
　あ
め
つ
ち

天
地　
の
　
こ
と
ば
詞　
」
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
に
は
、
エ
の
音
が
ア
行
の

エ
と
ヤ
行
の
エ
と
分
れ
て
い
た
の
が
混
同
し
て
一
つ
の
音
と
な
っ
た
為
、
清
音
が
四
十
七
、
濁
音

を
加
え
れ
ば
六
十
七
、
そ
れ
だ
け
の
音
の
区
別
が
あ
る
。
そ
れ
の
清
音
四
十
七
が
「
い
ろ
は
」
に

よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
音
の
変
化
は
い
つ
頃
起
っ
た
か
と
申
し
ま
す

と
、
無
論
確
か
に
は
解
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
、「
エ
」
の
二
つ
の
区
別
の
な
く
な
っ
た
の
は
徐
々

で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
平
安
朝
に
入
っ
て
百
年
く
ら
い
経
て
ば
大
抵
一
緒
に
な
っ
た
。

　だ
い
ご

醍
醐　
天
皇
時
代
く
ら
い
に
は
大
抵
混
同
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
村
上
天
皇
の
頃
に
は

完
全
に
混
同
し
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
平
安
朝
の
初
、
百
年
く
ら
い
ま
で
は
「
エ
」

が
二
つ
あ
っ
て
清
音
四
十
八
で
、「
天
地
の
詞
」
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
時
代
で
あ
り
、
そ
の
後

「
エ
」
が
一
つ
に
な
っ
て
、
清
音
と
し
て
四
十
七
と
な
り
、
伊
呂
波
歌
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る

時
代
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
平
安
朝
の
半
過
ぎ
か
ら
ま
た
「
い
ろ
は
」
の
中
で
「
イ
」

と
「
ヰ
」
が
同
音
に
な
り
、「
エ
」
と
「
ヱ
」
と
、「
オ
」
と
「
ヲ
」
と
も
同
音
に
な
っ
て
、
四
十
四
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だ
け
の
音
が
区
別
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時
分
も
濁
音
は
ま
だ
二
十
あ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
加
え
て
六
十
四
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
院
政
時
代
頃
に

は
も
う
一
緒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
う
な
る
と
「
い
ろ
は
」
に
現
れ
て
い
る
だ
け
の
音
に
関
し
て
は
、
今
日
の
状
態
と
同
じ
で
、

「
い
ろ
は
」
の
中
で
同
じ
発
音
の
も
の
が
三
つ
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
す
か
ら
こ
の
点

に
お
い
て
は
今
日
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
現
代
の
日
本
語
は
、
音
と
し
て
は
「
い

ろ
は
」
に
あ
る
音
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
い
ろ
は
」
を
色
々
に
組
合
せ
て
書
い
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。「
キ
」
と
「
ヤ
」
と
を
合
せ
て
「
キ
ャ
」
と
書
く
　よ
う
お
ん

拗
音　
と
い
う
よ
う
な
も
の
も

あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
拗
音
は
、
恐
ら
く
漢
語
と
し
て
古
く
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
か
ら
、
奈
良
朝
に
お
い
て
も
正
式
に
漢
文
を
読
む
時
に
は
多
分
拗
音
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
漢
文
と
い
う
も
の
は
、
今
日
に
お
け
る
英
語
と
か
ド
イ
ツ
語
と
同
様
に
、
支
那
語
の
文

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
支
那
語
を
学
ん
だ
奈
良
朝
時
代
に
お
い
て
は
無
論
拗
音
も
発
音
し
て
お
っ
た

ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
支
那
語
で
は
「
ン
」
に
当
る
よ
う
な
音
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
ｎ
」

と
か
「
ｍ
」
と
か
「
ng

」
と
か
い
う
音
が
語
の
終
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
も
無
論

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
日
我
々
が
外
国
語
を
学
ぶ
時
に
は
日
本
語
に
な
い
よ
う
な
音
も

外
国
語
と
し
て
発
音
し
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
当
時
支
那
語
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
漢
文
の
読
み
方
を
学
ぶ
場
合
に
は
支
那
音
で
発
音
し
て
お
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
現
に
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大
学
寮
に
支
那
人
が
来
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

か
よ
う
な
外
国
語
式
の
発
音
が
、
日
本
語
の
中
に
普
通
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ

頃
か
ら
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題
で
容
易
に
断
言
は
出
来
ま
せ
ぬ
け
れ
ど

も
、
ま
ず
普
通
の
言
語
に
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
多
分
平
安
朝
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
殊
に
純
粋
の
国
語
の
中
に
、
　は撥　
ね
る
音
す
な
わ
ち
「
ン
」
で
表
わ
す
音
と
か
、

つ
ま
る
音
、
す
な
わ
ち
　そ
く
お
ん

促
音　
、
そ
う
い
う
も
の
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
平
安
朝

以
後
―――
平
安
朝
に
は
既
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
―――
平
安
朝
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

て
お
り
ま
す
。
昔
の
学
者
は
平
安
朝
に
お
い
て
は
撥
音
と
か
促
音
な
ど
が
な
か
っ
た
よ
う
に
考
え

て
い
た
人
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
仮
名
で
そ
う
い
う
も
の
を
書
く
方
法
が
発
達
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。『
土
佐
日
記
』
に
「
し
し
こ
か
ほ
よ
か
り
き
」
と
あ
り
ま
し

て
、
こ
れ
は
死
ん
だ
子
が
器
量
好
し
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。「
し
し
こ
」
と
書
い
て

あ
る
の
は
「
死
に
し
子
」
で
、「
し
」
は
過
去
を
表
わ
す
助
動
詞
、「
死
に
し
」
が
音
便
で
「
し
ん

じ
」
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
場
合
に
、
仮
名
で
書
き
表
わ
す
の
に

「
ン
」
を
表
わ
す
仮
名
が
な
か
っ
た
。
で
す
か
ら
「
ン
」
を
書
か
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平

安
朝
の
末
で
あ
り
ま
す
が
、
　
ち
ょ
う
め
い

長
明　
の
『
　
む
み
ょ
う
し
ょ
う

無
名
抄　
』
に
、
こ
う
い
う
書
き
に
く
い
音
は
省
い
て
書
く

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
場
合
も
多
分
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
日
記
」
を
「
に

き
」
と
書
い
て
あ
る
の
も
、
こ
れ
は
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
り
ま
し
て
、
文
字
通
り
「
ニ
キ
」
で
あ
っ
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た
か
「
ニ
ッ
キ
」
で
あ
っ
た
か
、「
ニ
ッ
キ
」
と
い
う
よ
う
な
促
音
は
、
こ
れ
を
書
き
あ
ら
わ
す
方

法
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
「
に
き
」
と
書
い
て
い
た
の
か
、
こ
れ
は
大
分
疑
問
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
の
「
に
き
」
は
疑
問
で
す
が
、
平
安
朝
の
中
頃
に
は
促
音
は
多
分
使
わ
れ
た
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
「
ン
」
の
音
も
あ
っ
た
。
物
語
の
中
に
「
な
め
り
」「
あ
め
り
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
の
読
み
方
と
し
て
は
「
ナ
ン
メ
リ
」「
ア
ン
メ
リ
」

と
読
ん
で
い
る
。
昔
の
註
釈
書
に
は
片
仮
名
の
「
ン
」
の
字
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
明
治
以
後
に

な
っ
て
文
字
通
り
に
読
む
の
だ
と
い
う
の
で
「
ナ
メ
リ
」「
ア
メ
リ
」
と
よ
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
昔
は
「
ナ
ン
メ
リ
」「
ア
ン
メ
リ
」
と
い
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
か
ら
「
天
地

の
詞
」
の
四
十
八
と
か
、
伊
呂
波
歌
の
四
十
七
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
の
同
じ
音
を
除
い
た
四

十
四
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
た
あ
ら
ゆ
る
音
を
代
表
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
け

れ
ど
も
、
ま
ず
普
通
の
音
は
そ
れ
で
代
表
し
て
お
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
い
う
風
に
し
て
、
音
か
ら
言
え
ば
普
通
の
短
音
は
後
に
な
る
ほ
ど
段
々
少
な
く
な
っ
て
来

た
。
そ
の
ほ
か
に
新
し
く
拗
音
や
長
音
が
出
来
て
「
キ
ャ
」「
チ
ャ
」
や
「
コ
ー
」「
ソ
ー
」
な
ど

の
音
が
新
に
加
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
短
音
は
昔
よ
り
は
減
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
全
体

の
数
か
ら
言
え
ば
今
の
方
が
多
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
ず
っ
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
音
は
段
々

減
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
奈
良
朝
に
お
け
る
諸
音
の
実
際
の
発
音
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
は
か
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な
り
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
い
ろ
い
ろ
考
証
が
必
要
で
す
し
、
ま
た
ま
だ
わ
か
ら
な
い
点
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
今
ま
で
の
研
究
の
結
果
だ
け
を
簡
単
に
申

し
て
お
く
に
止
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
要
点
だ
け
を
申
し
ま
す
と
、
ア
行
の
音
、
こ
れ
は
純
粋
の
「
ア
」「
イ
」「
ウ
」「
エ
」「
オ
」
の
母

音
で
あ
り
ま
す
。
ヤ
行
の
音
は
「
ヤ
」
は
今
と
同
じ
で
、「
イ
」
は
ア
行
の
「
イ
」
と
同
じ
こ
と
で
あ

り
ま
す
。「
ユ
」
も
「
ヨ
」
も
今
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
違
う
の
は
「
エ
」
が
多
い
だ
け
で
、
そ
の

発
音
は
「
イ
ェ
」（
ye

）
で
あ
り
ま
す
。
ワ
行
は
、「
ヰ
」（
wi
）「
ヱ
」（
we
）「
ヲ
」（
wo
）
の
三
つ
だ

け
が
今
よ
り
も
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
タ
行
の
音
は
「
チ
」「
ツ
」
が
今
と
違
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。「
チ
」
は
ti
、「
ツ
」
は
tu
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
濁
音
も
、「
ヂ
」
は
di
、「
ヅ
」
は
du
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ハ
行
の
音
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
今
日
の
よ
う
な
「
ハ
、
ヒ
、
フ
、
へ
、

ホ
」
で
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
の
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
よ
う
な
音
は
古
く
か
ら
支
那
に
あ
っ

て
、
今
で
も
支
那
お
よ
び
朝
鮮
の
漢
字
音
に
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
「
　
シ
ャ
ン
ハ
イ

上
海　
」
の

「
海
」
は
hai
、「
　ハ

ン
カ
オ

漢
口　
」
の
漢
は
han
で
、
大
体
日
本
の
現
代
の
ハ
の
音
と
同
じ
で
す
。
か
よ
う
な
音

が
古
く
日
本
へ
は
い
っ
て
来
た
時
、
も
し
今
日
の
よ
う
な
「
ハ
」
の
音
が
日
本
に
あ
っ
た
な
ら
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
ハ
と
発
音
し
て
、「
は
」
に
あ
た
る
仮
名
で
書
い
た
で
し
ょ
う
に
、
こ
れ
を
カ

の
音
に
か
え
て
、「
海
」
を
カ
イ
、「
漢
」
を
カ
ン
と
読
み
、
今
日
ま
で
、
そ
の
音
で
伝
わ
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
古
代
に
は
、
今
日
の
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
の
よ
う
な
音
は
な
か
っ
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た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
今
日
の
ハ
ヒ
フ
ヘ
ホ
に
あ
た
る
古
代
の
音
は
何
で
あ
っ
た
か

と
い
う
に
、
そ
れ
は
唇
を
す
ぼ
め
て
発
す
る
「
フ
ァ
」「
フ
ィ
」「
フ
」「
フ
ェ
」「
フ
ォ
」
の
音
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
音
が
平
安
朝
に
お
い
て
語
の
中
お
よ
び
終
に
お
い
て
「
ワ
ヰ
ウ
ヱ

ヲ
」
の
音
に
変
っ
た
の
で
す
が
、
ワ
行
の
音
は
ｗ
で
初
ま
る
音
で
、
ｗ
は
唇
を
合
せ
て
発
す
る
音

で
す
が
、
唇
音
の
「
フ
ァ
フ
ィ
」
な
ど
の
音
も
、
や
は
り
唇
を
合
せ
て
発
す
る
音
で
、
ハ
行
音
が

ワ
行
音
に
か
わ
っ
た
の
は
、
唇
の
合
せ
方
が
　ゆ
る緩　
く
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
よ
う
な
点
か
ら
も

唇
の
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
後
、
室
町
時
代
の
末
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
西
洋
人
が
ハ
行
音
を
fa
　
fi
　
fu
　
fe
　
fo
と
書
い
て
い
る
の
で
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
う

し
て
現
に
日
本
の
方
言
に
も
東
北
地
方
や
沖
縄
の
方
で
も
　い
ず
も

出
雲　
地
方
で
も
ハ
行
音
を
「
フ
ァ
フ
ィ

フ
ェ
」
な
ど
言
う
の
は
、
昔
の
音
が
　い

な
か

田
舍　
に
　の

こ遺　
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ず
っ
と
古
い
時
代

に
は
、
ハ
行
音
は
む
し
ろ
「
パ
、
ピ
、
プ
、
ペ
、
ポ
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま

し
て
、
そ
れ
が
「
フ
ァ
フ
ィ
…
…
」
と
な
り
、
更
に
後
に
今
の
よ
う
な
音
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ

ま
す
。
パ
ピ
プ
ペ
ポ
と
発
音
し
た
の
は
い
つ
で
あ
っ
た
か
よ
く
判
り
ま
せ
ぬ
が
、
奈
良
朝
で
は
も

う
フ
ァ
フ
ィ
フ
フ
ェ
フ
ォ
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
パ
ピ
プ
ペ
ポ
と
発
音
す

る
の
は
、
今
で
も
沖
縄
の
田
舍
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
サ
行
の
音
で
あ
り
ま
す
が
、
現

代
語
で
は
「
サ
ス
セ
ソ
」
の
初
の
音
は
ｓ
音
で
、「
シ
」
だ
け
が
sh
で
初
ま
り
ま
す
。
sh
は
「
シ
ャ

シ
ュ
シ
ョ
」
の
初
の
音
と
同
じ
音
で
す
。
そ
の
古
代
の
発
音
に
つ
い
て
は
色
々
の
説
が
あ
っ
て
、
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ま
だ
き
ま
り
ま
せ
ん
。「
サ
シ
ス
セ
ソ
」
と
も
、
す
べ
て
ｓ
で
初
ま
っ
て
、「
サ
」「
ス
ィ
」「
ス
」

「
セ
」「
ソ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
す
べ
て
sh
で
初
ま
っ
て
、「
シ
ャ
」「
シ
」「
シ
ュ
」「
シ
ェ
」

「
シ
ョ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
す
べ
て
ts
（
現
代
の
ツ
の
音
の
最
初
の
音
）
で
は
じ
ま
っ
て

「
ツ
ァ
」「
ツ
ィ
」「
ツ
」「
ツ
ェ
」「
ツ
ォ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
tsh
（
現
代
の
「
チ
」
の
最
初

の
音
）
で
は
じ
ま
っ
て
「
チ
ャ
」「
チ
」「
チ
ュ
」「
チ
ェ
」「
チ
ョ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
説
な
ど
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
相
当
に
根
拠
が
あ
っ
て
、
実
は
ま
だ
断
定
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
問
題
に
な
る
の
は
、
前
に
し
ば
し
ば
述
べ
ま
し
た
、
普
通
の
仮
名
で
書
き
分
け
る
こ

と
の
出
来
な
い
音
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
、「
エ
」
に
当
る
二
つ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
ま

し
た
が
、
残
る
十
二
の
仮
名
に
当
る
二
十
四
の
音
の
問
題
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
問

題
で
、
ま
だ
今
日
に
お
い
て
解
決
し
尽
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
自
身
も
多
少
説
は

も
っ
て
お
り
ま
す
が
決
定
的
の
も
の
だ
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ぬ
。
も
っ
と
研
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
キ
」
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
が
二
類
に
わ
か
れ

て
お
り
、
そ
の
各
類
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
音
を
表
わ
し
て
お
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

一
方
の
音
は
今
日
と
同
じ
「
キ
」
の
音
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
の
音
は
、
後
に
な
る
と
他

の
一
方
と
同
じ
「
キ
」
の
音
に
な
っ
て
、
そ
の
間
の
区
別
が
な
く
な
る
の
で
す
か
ら
、「
キ
」
に
似

た
音
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
或
る
人
は
「
キ
ィ
」（
kyi

）
と
い
う
音
で
あ
っ
た
ろ
う
と

い
う
説
を
立
て
て
お
り
ま
す
。
或
る
人
は
「
ク
ヰ
」（
kwi
）
と
い
う
音
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
お
り
ま
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す
。
あ
る
い
は
、
k̈ı
（
ı̈
は
東
北
地
方
に
あ
る
よ
う
な
イ
と
ウ
の
間
の
音
）
と
い
う
発
音
で
は
な

い
か
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
k̈ıi
と
い
う
音
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
問
題
で
、
私
も
研
究
が
完
結
し
て
お
り
ま
せ
ぬ
か
ら
決
定
的
の
こ
と

を
申
上
げ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。

　
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
つ
い
て
も
、
も
う
少
し
こ
れ
ら
の
音
が
ど
う
い
う
場
合
に

あ
ら
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
が
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
十
三
の
仮
名
の
中
「
エ
」
に
あ
た

る
音
の
正
体
は
既
に
判
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
「
エ
」
を
除
い
た
十
二
の
仮
名
に
つ
い
て
、
も

う
少
し
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
古
典
を
読
ん
だ
り
す
る

上
に
お
い
て
も
む
し
ろ
そ
の
方
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

「
キ
」
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
が
二
類
に
分
れ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
「
キ
」
が
二
つ
に

分
れ
る
と
い
っ
た
の
は
、
今
日
の
我
々
に
判
り
や
す
い
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
実
際
は
、

古
代
に
互
い
に
違
っ
た
二
つ
の
音
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
一
つ
の
「
キ
」
の
音
に
な
っ

て
、「
き
」
の
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
後
世
か
ら
見
れ
ば
、「
き
」
の
音
が
、

古
く
二
つ
の
別
の
音
に
分
れ
て
い
て
、
別
の
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
古
代
に
お
け
る
事
実
と
し
て
は
、
そ
ん
な
二
つ
の
音
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
ま

す
が
、
後
世
の
我
々
に
は
、「
き
」
が
二
つ
に
分
れ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
解
し
や
す
か
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
事
実
は
右
の
通
り
で
す
。
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さ
て
、
古
代
に
お
い
て
は
「
キ
」
も
「
ヒ
」
も
「
ミ
」
も
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
に
分
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
音
は
　も
ち
ろ
ん

勿
論　
互
い
に
違
っ
た
別
々
の
音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
判
り
ま
す

が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
ら
の
違
っ
た
音
同
志
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
で

す
。
そ
れ
に
つ
い
て
面
白
い
の
は
、
文
法
に
関
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
仮
名
は
、
一

切
の
場
合
に
お
い
て
二
つ
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
「
キ
」
な
ら
「
キ
」
は
、
語

の
初
に
用
い
ら
れ
て
お
っ
て
も
終
に
用
い
ら
れ
て
お
っ
て
も
中
に
用
い
ら
れ
て
お
っ
て
も
、
い
や

し
く
も
こ
の
「
キ
」
が
現
れ
て
来
る
限
り
、
き
っ
と
「
キ
」
に
あ
た
る
二
類
の
仮
名
の
中
の
ど
れ

か
一
つ
が
用
い
ら
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
活
用
す
る
語
の
語
尾
に
「
キ
」
や
「
ヒ
」
や
「
ミ
」

が
出
て
来
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
も
こ
れ
ら
の
仮
名
の
一
つ
一
つ
に
当
る
二
類
の
中
の
ど
ち
ら
か

一
つ
が
あ
ら
わ
れ
、
し
か
も
い
つ
も
き
ま
っ
て
同
じ
類
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
四
段
活
用
で

す
と
、
そ
の
活
用
語
尾
の
中
、
前
に
述
べ
た
十
二
の
仮
名
に
関
係
の
あ
る
も
の
は
カ
行
と
ハ
行
と

マ
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
活
用
語
尾
は
次
の
通
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
未
然
　
　
連
用
　
　
終
止
　
　
連
体
　
　
已
然
　
　
命
令

カ
行
四
段
活
用
　
　
カ
　
　
　
キ
　
　
　
ク
　
　
　
ク
　
　
　
ケ
　
　
　
ケ

ハ
行
四
段
活
用
　
　
ハ
　
　
　
ヒ
　
　
　
フ
　
　
　
フ
　
　
　
へ
　
　
　
へ

マ
行
四
段
活
用
　
　
マ
　
　
　
ミ
　
　
　
ム
　
　
　
ム
　
　
　
メ
　
　
　
メ

　
こ
の
中
、「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
と
「
ケ
、
へ
、
メ
」
と
が
十
二
の
仮
名
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
四
段
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の
連
用
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
「
キ
」
の
二
類
の
中
の
一
つ
で
す
。
仮
に
こ
れ
を
「
キ
」
の

甲
と
名
づ
け
ま
す
。
同
様
に
「
ヒ
」
も
「
ミ
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
二
類
あ
る
中
、
四
段
連
用
形
に
用

い
ら
れ
る
も
の
を
「
ヒ
」
の
甲
、「
ミ
」
の
甲
と
す
る
。
次
に
上
二
段
活
用
に
も
ま
た
「
キ
、
ヒ
、

ミ
」
が
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
す
。

カ
行
上
二
段
活
用
　
　
キ
　
　
キ
　
　
ク
　
　
ク
ル
　
　
ク
レ
　
　
キ
ヨ

ハ
行
上
二
段
活
用
　
　
ヒ
　
　
ヒ
　
　
フ
　
　
フ
ル
　
　
フ
レ
　
　
ヒ
ヨ

マ
行
上
二
段
活
用
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ム
　
　
ム
ル
　
　
ム
レ
　
　
ミ
ヨ

　
上
二
段
で
は
、
未
然
形
と
連
用
形
と
命
令
形
と
に
「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
キ
、

ヒ
、
ミ
」
は
、
四
段
連
用
形
に
用
い
る
「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
と
同
じ
類
の
も
の
を
用
い
ず
、
皆
違
っ

た
類
の
も
の
を
用
い
ま
す
。
四
段
連
用
形
に
用
い
る
の
を
甲
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
乙
の

類
の
も
の
を
用
い
ま
す
。
か
よ
う
に
し
て
、「
キ
」
の
乙
、「
ヒ
」
の
乙
、「
ミ
」
の
乙
と
い
う
類
が

認
め
ら
れ
ま
す
。

　
次
に
四
段
の
命
令
形
に
「
ケ
、
へ
、
メ
」
の
仮
名
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
十
二
の
仮
名
の
う

ち
で
、
い
ず
れ
も
一
つ
の
仮
名
が
二
つ
の
類
に
わ
か
れ
て
、
四
段
命
令
形
に
は
、
そ
の
中
の
一
つ

の
類
が
い
つ
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
「
ケ
」
の
甲
、「
へ
」
の
甲
、「
メ
」
の
甲
と
仮
に
名
づ

け
て
お
き
ま
す
。
同
じ
四
段
の
已
然
形
に
も
、「
ケ
、
へ
、
メ
」
の
仮
名
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
れ

は
命
令
形
の
「
ケ
、
へ
、
メ
」
と
同
じ
類
の
も
の
は
決
し
て
用
い
ず
、
き
っ
と
こ
れ
と
違
っ
た
類
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の
も
の
を
用
い
て
、
こ
の
二
つ
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
段
の
已
然
形

に
用
い
る
も
の
を
乙
と
名
づ
け
る
こ
と
と
す
れ
ば
、「
ケ
」
の
乙
、「
メ
」
の
乙
、「
へ
」
の
乙
と
い

う
類
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　
か
よ
う
に
、「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
も
「
ケ
、
へ
、
メ
」
も
皆
一
つ
一
つ
が
二
類
に
分
れ
て
、
そ
の
お

の
お
の
の
類
が
皆
違
っ
た
発
音
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
皆
甲
乙
の
二
つ
の
類

に
わ
か
れ
て
、
仮
名
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
種
類
の
活
用
の
同
じ
活
用
形
に
は
、
そ
の
甲

類
は
甲
類
同
志
相
伴
っ
て
用
い
ら
れ
、
乙
類
は
ま
た
乙
類
同
志
相
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

　
次
に
下
二
段
活
用
で
す
が
、
こ
こ
に
も
「
ケ
、
へ
、
メ
」
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

カ
行
下
二
段
　
　
　
ケ
　
　
ケ
　
　
ク
　
　
ク
ル
　
　
ク
レ
　
　
ケ
ヨ

ハ
行
下
二
段
　
　
　
へ
　
　
へ
　
　
フ
　
　
フ
ル
　
　
フ
レ
　
　
ヘ
ヨ

マ
行
下
二
段
　
　
　
メ
　
　
メ
　
　
ム
　
　
ム
ル
　
　
ム
レ
　
　
メ
ヨ

　
下
二
段
の
未
然
形
、
連
用
形
、
命
令
形
に
「
ケ
、
へ
、
メ
」
の
仮
名
が
出
て
来
ま
す
が
、
こ
の

仮
名
は
四
段
已
然
形
と
同
類
の
も
の
で
、
す
な
わ
ち
い
ず
れ
も
「
ケ
、
へ
、
メ
」
の
乙
の
類
を
用

い
て
、
甲
の
類
は
決
し
て
用
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
も
、
乙
類
が
相
伴
っ
て
同
じ
活
用

形
に
、
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
上
一
段
活
用
に
は
「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
の
仮
名
が
あ
り
ま
す
。
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カ
行
上
一
段
　
　
　
キ
　
　
キ
　
　
キ
ル
　
　
キ
ル
　
　
キ
レ
　
　
キ
ヨ

ハ
行
上
一
段
　
　
　
ヒ
　
　
ヒ
　
　
ヒ
ル
　
　
ヒ
ル
　
　
ヒ
レ
　
　
ヒ
ヨ

マ
行
上
一
段
　
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
ル
　
　
ミ
ル
　
　
ミ
レ
　
　
ミ
ヨ

　
上
一
段
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
活
用
形
に
「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
、「
キ
」
と

「
ミ
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
活
用
形
に
お
い
て
皆
同
じ
類
が
用
い
ら
れ
、
活
用
形
の
違
い
に
よ
っ
て
、
類

が
ち
が
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の
「
キ
」
と
「
ミ
」
は
、
四
段
連
用
形
に
用
い
る
も

の
と
同
じ
類
で
、
す
な
わ
ち
「
キ
」
の
甲
、「
ミ
」
の
甲
を
用
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
同
じ
活
用
形
に

は
、
違
っ
た
仮
名
で
も
同
じ
甲
類
が
相
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
来
る
こ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
こ

こ
に
疑
問
な
の
は
「
ヒ
」
で
あ
り
ま
す
。
他
の
行
で
は
甲
類
の
「
キ
」「
ミ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
に
「
ヒ
」
だ
け
は
乙
類
が
用
い
ら
れ
て
、
同
種
類
の
活
用
の
同
じ
活
用
形
に
は
、
甲
乙
二
類
の

中
、
い
つ
も
同
じ
類
の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
例
を
破
っ
て
お
り
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
、

ハ
行
上
一
段
の
語
尾
の
「
ヒ
」
を
万
葉
仮
名
で
書
い
た
確
実
な
例
は
、
未
然
形
と
連
用
形
と
に
し

か
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
終
止
形
以
下
は
、
奈
良
朝
の
も
の
に
は
仮
名
で
書
い
た
、
ま
ぎ
れ
の

な
い
例
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
訓
で
そ
う
読
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
奈
良
朝
に
お

い
て
ハ
行
上
一
段
活
用
の
動
詞
と
し
て
は
「
乾
る
」「
　ヒ嚏　
る
」
の
二
語
だ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

が
活
用
し
た
確
か
な
例
は
、
未
然
・
連
用
の
二
つ
の
活
用
形
だ
け
で
、
そ
れ
に
は
ど
ち
ら
も
「
ヒ
」

の
乙
類
の
仮
名
が
用
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
未
然
・
連
用
に
「
ヒ
」
の
乙
類
を
用
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い
る
活
用
は
他
に
な
い
か
と
い
う
に
、
ち
ょ
う
ど
上
二
段
活
用
が
あ
り
ま
す
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
語
は
、
上
二
段
活
用
で
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、『
日
本
書
紀
』
巻

七
景
行
天
皇
十
二
年
の
条
を
見
る
と
、「
乾
此
云
賦
」
と
あ
っ
て
「
乾
」
を
「
フ
」
と
読
ま
せ
て
あ

り
ま
す
。
さ
す
れ
ば
「
乾
」
は
「
フ
」
と
活
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
私
の
考
え
で
は

『
万
葉
集
』
巻
十
一
の
、

　
ワ
ガ
セ
コ
ニ
ワ
ガ
コ
ヒ
ヲ
レ
バ
ワ
ガ
ヤ
ド
ノ
ク
サ
サ
ヘ
オ
モ
ヒ
ウ
ラ
ガ
レ
ニ
ケ
リ

我
背
児
爾
吾
恋
居
者
吾
屋
戸
之
草
佐
倍
思
浦
乾
来　
（
二
四
六
五
番
）

の
末
の
句
の
「
浦
乾
来
」
を
「
う
ら
が
れ
に
け
り
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
ど
う
も
不
適
当
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
う
ら
ぶ
れ
に
け
り
」
と
読
む
の
が
正
当
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
す
れ

ば
「
乾
」
を
「
ふ
れ
」
の
仮
名
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
よ
う
に
「
乾
」
を

「
フ
」
と
読
ん
だ
り
「
フ
レ
」
と
読
ん
だ
り
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
ヒ
」「
ヒ
」「
フ
」「
フ
ル
」

「
フ
レ
」
と
活
用
し
た
も
の
で
、
す
な
わ
ち
上
二
段
活
用
の
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
か
よ

う
な
考
を
私
は
『
国
語
国
文
』
と
い
う
雑
誌
の
創
刊
号
（
昭
和
六
年
）
に
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
こ
の
考
え
が
正
し
い
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
私
が
雑
誌
に
書
い

た
時
に
は
気
が
附
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
後
、
宣
長
翁
の
『
古
事
記
伝
』
を
見
ま

す
と
、
巻
十
七
「
　シ
ホ
ミ
ツ
タ
マ
シ
ホ
ヒ
ル
タ
マ

塩
盈
珠
塩
乾
珠　
」
の
条
に
「
乾
」
の
活
用
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、「
ヒ
、
フ
、

フ
ル
」
と
活
用
す
る
語
で
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
読
む
と
、
今
は
余
り
耳
遠
い

か
ら
し
て
「
ヒ
ル
」
と
　よ訓　
ん
で
置
く
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
宣
長
翁
も
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上
二
段
活
用
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
そ
う
い
う
こ
と
に
は
気
が
附

か
ず
私
だ
け
で
調
べ
た
結
果
得
た
結
論
が
宣
長
翁
の
説
と
偶
然
一
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上

の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、
上
一
段
に
ハ
行
の
活
用
が
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
は
全
く
な
く
な
り
ま

す
。
ハ
行
上
一
段
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
上
一
段
の
動
詞
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
仮
名
に
二
類

の
別
の
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
甲
の
類
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
申
し
た
よ
う
な
、
或
る
仮
名
の
甲
類
は
い
つ
も
他
の
仮
名
の
甲
類
と
相
伴
い
、
乙
類
は
い

つ
も
乙
類
と
相
伴
っ
て
同
じ
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
活
用
以
外
の
場
合
に

も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
タ
ケ
」（
竹
）
な
ら
「
タ
ケ
」
が
「
タ
カ
ム
ラ
」（
篁
）

と
な
っ
て
「
ケ
」
が
「
カ
」
に
変
り
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
現
象
が
「
へ
」
に
も
見
ら
れ
る
。

「
う
へ
」（
上
）
が
「
う
は
ば
」（
上
葉
）
に
な
る
。「
メ
」
も
「
マ
」
に
な
り
ま
す
。「
　ア

メ天　
」
が
「
　ア

マ天　
」

に
な
る
。
こ
う
い
う
音
の
変
化
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
カ
」「
ハ
」「
マ
」
に
か
わ
る
「
ケ
」「
へ
」

「
メ
」
は
、
い
ず
れ
も
乙
の
類
に
属
す
る
も
の
で
、
四
段
已
然
形
と
同
じ
形
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
も
「
　ツ
キ月　
」
が
「
　ツ
ク
ヨ

月
夜　
」
と
な
り
、「
　ヒ火　
」
が
「
　ホ
ナ
カ

火
中　
」
と
な
り
、「
　カ
ミ神　
」
が
「
　カ
ム
カ
ゼ

神
風　
」

と
な
り
、「
　ミ身　
」
が
「
む
く
ろ
」（
骸
）
と
な
り
、「
　キ木　
」
が
「
　コ

ダ
チ

木
立　
」
に
な
り
ま
す
。
こ
ん
な
に
「
ク

（
ま
た
は
コ
）、
ホ
、
ム
」
な
ど
に
変
ず
る
「
キ
、
ヒ
、
ミ
」
は
、
皆
揃
っ
て
乙
類
に
属
し
ま
す
（
上

二
段
の
未
然
・
連
用
と
同
音
）。
か
よ
う
な
場
合
に
も
、
同
じ
仮
名
の
二
つ
の
類
の
中
の
或
る
き

ま
っ
た
一
つ
が
い
つ
も
相
伴
っ
て
出
て
来
る
と
い
う
現
象
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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十
二
の
仮
名
の
中
、
右
に
述
べ
た
「
キ
、
ヒ
、
ミ
、
ケ
、
へ
、
メ
」
以
外
の
「
コ
、
ソ
、
ト
、
ノ
、

ヨ
、
ロ
」
に
お
い
て
も
大
体
、
右
の
よ
う
な
現
象
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
や
は
り
甲
乙
二
類
に
分
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
現
象
か
ら
考
え
て
見
る
と
、
こ
れ
ら
の
仮
名
に
属
す
る
各
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い

に
違
っ
た
音
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
ま
す
が
、
甲
と
名
づ
け
た
諸
類
、
ま
た
乙
と
名
づ
け
た
諸
類

に
は
、
そ
の
音
同
志
の
間
に
、
音
と
し
て
何
か
共
通
の
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
て
活
用
の
例
か
ら
見
ま
す
と
、
甲
と
乙
と
の
違
い
は
五
十
音
図
に
お
け
る
同
じ

行
の
中
で
の
段
の
違
い
で
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
ま
す
。
四
段
の
活
用
語
尾
の
「
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
」

や
カ
変
の
活
用
語
尾
の
「
コ
、
キ
、
ク
」
が
同
じ
行
で
の
段
の
ち
が
い
で
あ
る
と
同
様
に
、「
ケ
」
の

甲
と
「
ケ
」
の
乙
と
が
カ
行
四
段
の
命
令
形
と
已
然
形
と
に
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
す
か
ら
、「
ケ
」
の

甲
乙
二
類
の
別
も
、
や
は
り
カ
行
の
中
で
の
段
の
違
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
キ
」
は
、

そ
の
甲
と
乙
と
が
同
じ
語
の
活
用
語
尾
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
四
段
に
お

い
て
は
、「
キ
」
の
甲
が
連
用
形
と
し
て
、
未
然
形
の
「
カ
」、
終
止
形
の
「
ク
」
と
共
に
同
じ
語

の
活
用
に
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
す
し
、「
キ
」
の
乙
が
、
上
二
段
活
用
の
語
尾
と
し
て
、
終
止
形
の

「
ク
」
と
共
に
あ
ら
わ
れ
て
来
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
カ
行
の
中
の
段
の
違
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の

他
「
ヒ
」「
ミ
」
の
甲
乙
二
類
も
こ
れ
と
同
類
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
四
段
活
用
は
実

は
古
代
で
は
五
段
に
な
り
ま
す
。
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カ
行
四
段
　
　
　
カ
　
　
キ
（
甲
）
　
　
ク
　
　
ケ
（
乙
）
　
　
ケ
（
甲
）

ハ
行
四
段
　
　
　
ハ
　
　
ヒ
（
甲
）
　
　
フ
　
　
へ
（
乙
）
　
　
へ
（
甲
）

マ
行
四
段
　
　
　
マ
　
　
ミ
（
甲
）
　
　
ム
　
　
メ
（
乙
）
　
　
メ
（
甲
）

　
そ
う
し
て
、
十
二
の
仮
名
は
す
べ
て
甲
乙
の
二
類
に
わ
か
れ
る
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
こ
れ
を

五
十
音
図
式
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ア
　
行
　
　
ア
　
　
　
　
　
イ
　
　
　
　
　
　
ウ
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

カ
　
行
　
　
カ
　
　
キ
（
甲
）
キ
（
乙
）
　
　
ク
　
　
ケ
（
甲
）
ケ
（
乙
）
　
　
コ
（
甲
）
コ
（
乙
）

サ
　
行
　
　
サ
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
ソ
（
甲
）
ソ
（
乙
）

タ
　
行
　
　
タ
　
　
　
　
　
チ
　
　
　
　
　
　
ツ
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
ト
（
甲
）
ト
（
乙
）

ナ
　
行
　
　
ナ
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
　
　
　
　
ネ
　
　
　
　
　
　
ノ
（
甲
）
ノ
（
乙
）

ハ
　
行
　
　
ハ
　
　
ヒ
（
甲
）
ヒ
（
乙
）
　
　
フ
　
　
へ
（
甲
）
へ
（
乙
）
　
　
　
　
　
ホ

マ
　
行
　
　
マ
　
　
ミ
（
甲
）
ミ
（
乙
）
　
　
ム
　
　
メ
（
甲
）
メ
（
乙
）
　
　
　
　
　
モ

ヤ
　
行
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
（
甲
）
ヨ
（
乙
）

ラ
　
行
　
　
ラ
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
ロ
（
甲
）
ロ
（
乙
）

ワ
　
行
　
　
ワ
　
　
　
　
　
ヰ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ

濁
音
の
あ
る
行
は
、
濁
音
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。

『
古
事
記
』
で
は
「
モ
」
も
「
モ
（
甲
）」「
モ
（
乙
）」
の
二
つ
に
わ
か
れ
ま
す
。
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か
よ
う
に
、
カ
行
が
最
も
多
く
っ
て
八
段
、
ハ
行
・
マ
行
が
こ
れ
に
つ
い
で
七
段
、
た
だ
し
『
古

事
記
』
で
は
「
モ
」
が
甲
乙
に
分
れ
ま
す
か
ら
、
マ
行
は
八
段
に
な
り
ま
す
。
サ
、
タ
、
ナ
、
ラ

の
四
行
は
六
段
で
、
ア
行
と
ヤ
行
が
五
段
、
ワ
行
が
四
段
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
全
部
収
め
よ
う

と
す
れ
ば
、
五
十
音
図
の
よ
う
に
五
段
で
は
足
り
ず
、
八
段
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
し
か
し
行
に
よ
っ
て
段
の
多
少
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
段
の
少
な
い
も
の
は
穴
を
あ
け
て

お
く
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
五
十
音
図
の
よ
う
に
、
同
じ
字
を
二
箇
所
に
出
し
て
穴

を
う
め
る
か
で
す
が
、
活
用
の
説
明
に
は
同
じ
字
を
出
し
た
方
が
便
利
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
、

　
さ
て
、
右
の
甲
と
乙
と
の
違
い
が
、
同
じ
行
で
の
段
の
違
い
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
そ
の
発
音
は

ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
最
初
に
来
る
子
音
、
す
な
わ
ち
ｋ
、
ｔ
、
ｎ
、
ｍ
、
ｒ
、
ｙ
な
ど
の
違
い

で
な
く
、
そ
の
次
に
来
る
音
の
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
の
子
音
の
次
に
来

る
音
と
い
え
ば
、
普
通
は
母
音
で
す
か
ら
、
例
え
ば
キ
の
甲
と
乙
と
の
違
い
は
、
一
方
が
ki
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
一
方
は
ｉ
と
ち
が
っ
た
東
北
地
方
に
あ
る
よ
う
な
「
イ
」
で
も
「
ウ
」
で
も
な
い
中
間

の
母
音
ı̈
で
、
す
な
わ
ち
k̈ı
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ui
の
よ
う
な
二
重
母
音
で
す
な
わ
ち
kui
あ

る
い
は
こ
れ
に
近
い
kwi
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
ii
の
よ
う
な
二
重
母
音
で
、
す
な
わ
ち
kii
ま
た

は
こ
れ
に
近
い
kyi

で
あ
る
と
か
、
ま
た
は
ı̈i
の
よ
う
な
二
重
母
音
で
k̈ıi
で
あ
る
と
か
が
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
か
よ
う
な
こ
と
は
、
支
那
語
と
比
べ
て
み
て
も
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
万
葉
仮
名
は
漢
字
音
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を
　か仮　
り
て
、
日
本
語
の
音
を
写
し
た
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
漢
字
音
は
支
那
語
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
支
那
語
の
発
音
が
わ
か
れ
ば
、
そ
れ
で
写
し
た
日
本
語
の
発
音
も
大
体
見
当
が
つ
く
訳
で
す

が
、
し
か
し
こ
れ
は
現
代
の
支
那
語
で
な
く
古
代
の
支
那
語
で
す
か
ら
、
そ
の
音
を
知
る
の
は
な

か
な
か
困
難
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
古
く
か
ら
日
本
に
用
い
ら
れ
て
い
る
『
　
い
ん
き
ょ
う

韻
鏡　
』
と
い
う

書
物
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
古
代
の
支
那
語
の
音
を
、
日
本
の
五
十
音
図
と
同
じ
原
理
で
、
最

初
の
子
音
の
同
じ
も
の
は
同
じ
行
に
、
終
の
音
の
同
じ
も
の
は
同
じ
段
に
並
べ
て
図
に
し
た
も
の

で
す
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
古
代
支
那
語
の
音
は
或
る
程
度
ま
で
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

勿
論
、
漢
字
の
音
を
仮
り
て
日
本
語
の
音
を
写
し
た
万
葉
仮
名
は
、
日
本
の
或
る
一
つ
の
音
を
写

す
の
に
、
い
つ
で
も
同
じ
文
字
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
字
を
用
い
て
お
り
、

そ
の
文
字
の
支
那
音
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
く
、
い
く
ら
か
違
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

の
漢
字
音
か
ら
し
て
、
こ
れ
で
写
し
た
日
本
の
音
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
に
は
、
同

じ
音
を
写
し
た
い
ろ
い
ろ
の
漢
字
の
音
を
眺
め
わ
た
し
て
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
さ
て
同
じ
仮
名
の
甲
乙
二
類
に
属
す
る
万
葉
仮
名
の
中
、
漢
字
音
に
よ
っ
て
日
本
の
音

を
写
し
た
も
の
を
集
め
て
、『
韻
鏡
』
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
古
代
支
那
音
を
考
え
て
見
る
と
、
甲
類

に
属
す
る
も
の
と
、
乙
類
に
属
す
る
も
の
と
の
音
の
上
の
違
い
は
、
ま
ず
支
那
の
韻
の
違
い
に
当

り
ま
す
。
韻
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
最
初
の
子
音
を
除
い
て
次
の
母
音
か
ら
後
の
部
分
が

す
な
わ
ち
韻
で
、
例
え
ば
、

kang

と
lang

と
の
ang

の
部
分
、

chin

と
min
in
の
部
分
が
韻
に
当
り
ま
す
。
そ



98

う
し
て
、

kang

と
lang

お
よ
び

chin

と
min
は
同
韻
だ
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
、「
カ
」
と
「
キ
」
と
の
違
い

は
韻
の
違
い
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
甲
の
類
に
宛
て
た
万
葉
仮
名
と
乙
の
類
に
宛
て

た
万
葉
仮
名
と
の
漢
字
音
を
比
べ
て
見
る
と
、
右
の
よ
う
な
韻
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ど

ち
ら
も
同
じ
韻
に
属
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
多
く
は
『
韻
鏡
』
に
お
け
る

等
位
が
違
い
ま
す
。
等
位
の
違
い
と
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
は
韻
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
同
じ
韻
で
等
位

の
違
っ
て
い
る
の
は
、
韻
の
中
で
の
細
か
い
違
い
に
よ
る
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
違
い
に
よ
っ
て
等
位
を
分
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
等
位
の
違

い
は
や
は
り
韻
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
漢
字
音
に
よ
っ
て
日
本
の
音
を

写
し
た
万
葉
仮
名
の
甲
類
の
も
の
と
乙
類
の
も
の
と
の
漢
字
音
に
お
け
る
相
違
が
、
右
の
ご
と
く

韻
に
関
す
る
相
違
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
日
本
語
に
お
け

る
甲
類
と
乙
類
と
の
音
の
相
違
も
、
最
初
の
子
音
の
違
い
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
次
以
下
に
来
る

母
音
の
違
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
五
十
音
図
で
は
、
行
の
違
い
で
な
く
、
段
の
違
い

に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
に
国
語
動
詞
の
活
用
と
い
う
方
面
か
ら
考
え
た
こ

と
と
一
致
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
甲
と
乙
と
の
音
は
実
際
ど
ん
な
に
違
っ
て
い
た
か
と
い
う
に
、
前
に
述
べ
た
通
り



99 古代国語の音韻に就いて

一
方
を
或
る
子
音
に
ｉ
、
ｅ
、
ｏ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
母
音
が
つ
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、
他
方

は
今
普
通
に
は
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
母
音
が
つ
い
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
は
一
方
が

母
音
が
一
つ
附
い
た
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
一
方
は
母
音
が
二
つ
重
な
っ
て
附
い
た
も
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
色
々
説
が
あ
っ
て
ま
だ
よ
く
判
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ま
で
述
べ
た
よ
う
な
事
実
、
す
な
わ
ち
古
代
に
は
今
日
よ
り
も
多
く
の
音
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日

の
仮
名
で
は
書
き
わ
け
ら
れ
な
い
が
、
当
時
の
万
葉
仮
名
に
は
書
き
わ
け
て
あ
り
、
ど
ん
な
音
が

ど
ん
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
か
は
ち
ゃ
ん
と
　き定　
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
古
典
を
読
ん
だ
り

解
釈
す
る
場
合
に
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
々
の
音
の
当
時
に
お
け
る
実
際
の

発
音
は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
の
研
究
に
　ま俟　
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、

そ
れ
が
解
ら
な
い
で
も
、
当
時
に
は
あ
っ
て
後
に
は
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
音
の
区
別
が
、
万

葉
仮
名
の
用
法
の
上
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
ご
く
少
数
の
例
外
は
あ
る
と
し
て
も
一
般

に
は
混
じ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
は
、
た
と
い
一
々
の
音
が
ど
ん
な
音
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

が
わ
か
ら
な
く
と
も
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
音

の
違
い
は
言
葉
の
意
味
を
区
別
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　
か
よ
う
な
事
実
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
、
古
典
研
究
の
上
に
ど
ん
な
効
果
を
　も
た齎　
ら
す
か
と
い
う

こ
と
を
、
も
う
時
間
が
参
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
少
し
ば
か
り
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
一
は
古
典
の
本
文
が
本
に
よ
っ
て
色
々
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。『
万
葉
集
』
の
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第
七
巻
の
中
に
「
　ヨ

ゾ
ク
ダ
チ
ケ
ル

与
曾
降
家
類　
」（
一
〇
七
一
番
）
と
あ
っ
て
、「
夜
」
の
意
味
の
「
ヨ
」
に
「
与
」

の
字
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
普
通
の
本
で
あ
り
ま
す
が
、
古
い
本
に
は
「
与
」
の
字
の
か

わ
り
に
「
夜
」
と
い
う
字
が
書
い
て
あ
る
。
若
し
こ
の
「
与
」
と
「
夜
」
と
が
同
類
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
ち
ら
が
良
い
か
悪
い
か
判
ら
な
い
の
で
す
が
、「
よ
」
に
あ
た
る
仮
名
に
は

二
類
の
区
別
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
同
じ
ヨ
で
も
「
与
」
と
「
夜
」
と
は
別
の
類
に
属
す
る

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
ど
ち
ら
を
使
っ
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
が
誤
り

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
然
る
に
「
与
」
は
「
夜
」
の
「
ヨ
」
と
は
別
類
の
仮
名
で
、「
夜
」
を

「
与
」
の
類
の
仮
名
で
書
い
た
例
は
な
い
か
ら
「
夜
」
と
書
い
た
方
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
に
こ
の
例
は
、
我
々
が
見
る
こ
と
の
出
来
る
非
常
に
古
い
時
代
の
写
本
の
『
万
葉
』
に
は
、
大

抵
一
致
し
て
「
夜
」
の
字
に
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
見
て
も
「
夜
」
と
あ
る
方
が

よ
い
と
い
う
こ
と
が
断
定
で
き
る
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「
　

ナ

ガ

ナ

ケ

バ

奈
我
奈
家
婆　
」、
こ
れ
は
『
万
葉

集
』
第
十
五
巻
の
最
後
の
歌
（
三
七
八
五
番
）
に
あ
る
の
で
す
が
、「
な
が
な
け
ば
」
は
、
お
前
が

鳴
け
ば
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
家
」
は
、
他
の
本
に
は
「
気
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。「
家
」
は
ケ
の
甲
類
に
「
気
」
は
乙
類
に
属
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、「
鳴
く
」
は
四
段
活

用
で
「
な
け
ば
」
は
已
然
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
「
け
」
に
は
乙
類
の
「
気
」
を
使
っ
た
方
が

正
し
い
と
き
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
、
古
典
の
本
文
を
校
定
す
る
場
合
に
、
ど

ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
す
る
標
準
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
古
典
の
文
を
解
釈
す
る
場
合
に
も
や
は
り
役
に
立
ち
ま
す
。『
万
葉
集
』
に
「
　ア

サ
ニ
ケ
ニ

朝
爾
食
爾　
」

と
い
う
語
と
「
　ヒ

ニ

ケ

ニ

日
爾
異
爾　
」
と
い
う
語
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
似
て
い
る
か
ら
こ
の
「
あ
さ
に
け
に
」

の
「
け
に
」
を
「
日
に
異
に
」
の
「
　ケ異　
に
」
と
同
じ
意
味
に
解
釈
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

「
食
」
と
「
異
」
は
ケ
の
乙
類
と
甲
類
と
に
わ
か
れ
て
い
て
、
決
し
て
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
勿

論
、
音
も
違
っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
す
れ
ば
こ
れ
は
別
の
言
葉
で
あ
っ
て
、「
朝
に
け

に
」
の
「
け
に
」
を
「
日
に
け
に
」
の
「
け
に
」
の
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ぬ
。

　
そ
れ
か
ら
『
万
葉
集
』
の
訓
を
附
け
る
時
に
も
こ
れ
は
役
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。『
万
葉
集
』
の

第
七
巻
の
歌
（
一
二
三
九
番
）
に
「
浄
奚
久
」
と
あ
る
の
を
「
サ
ヤ
ケ
ク
」
と
訓
し
て
あ
り
ま
す
。

「
サ
ヤ
ケ
ク
」
は
　き

よ浄　
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
で
よ
さ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の

「
　ケ奚　
」
は
「
さ
や
け
く
」
の
「
け
」
と
は
仮
名
の
類
が
違
い
ま
す
。「
さ
や
け
く
」
は
「
さ
や
か
」
か

ら
出
た
語
で
、「
明
ら
か
」「
　ノ

ド
カ

長
閑　
」「
遙
か
」
か
ら
出
来
た
「
明
ら
け
し
」「
　ノ

ド

長
閑　
け
し
」「
遙
け
し
」

な
ど
と
同
じ
種
類
の
も
の
で
す
が
、
か
よ
う
な
「
カ
」
か
ら
転
じ
た
「
ケ
」
は
皆
乙
類
の
仮
名
を
用

い
る
例
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
こ
の
「
浄
奚
久
」
の
「
奚
」
は
仮
名
の
方
か
ら
見
る
と
甲
類

に
属
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、「
さ
や
け
く
」
と
訓
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
こ
れ
は
「
き
よ
け
く
」
と
訓
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。「
　ヨ好　
け
く
」「
無
け
く
」「
　ウ憂　
け

く
」
な
ど
形
容
詞
の
語
尾
の
「
け
」
は
皆
「
ケ
」
の
甲
類
の
仮
名
を
用
い
て
い
ま
す
。
か
よ
う
に
、

「
奚
」
が
い
か
な
る
類
に
属
す
る
か
に
よ
っ
て
「
さ
や
け
く
」
と
　よ訓　
ん
だ
の
は
間
違
い
で
「
き
よ
け
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く
」
と
訓
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
き
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
語
源
を
考
え
る
場
合
に
役
立
つ
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
語
の
起
源
に

つ
い
て
考
え
る
場
合
に
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
「
　カ
ミ神　
」
と
い
う
語
は
「
上
」
と
い
う
意
味
の
「
か
み
」
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
宣
長
翁
の
説
で
す
け
れ
ど
も
、
宣
長
翁
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、「
ミ
」
に
対

し
て
　
あ
ま
ね
普　
く
「
美
」
お
よ
び
「
微
」
の
字
を
用
い
た
中
に
「
　カ
ミ神　
」
の
「
み
」
に
は
い
つ
も
「
微
」
を
用

い
て
「
美
」
を
用
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
き
な
が
ら
、
一
般
に
「
ミ
」
に
あ
た
る
万
葉
仮

名
に
二
類
の
別
が
あ
っ
て
「
　ミ美　
」
と
「
　ミ微　
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
類
に
属
し
て
互
い
に
混
同
す
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
だ
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
に
、「
　カ

ミ神　
」
の
「
ミ
」
と
「
　カ

ミ上　
」
の

「
ミ
」
と
を
同
じ
仮
名
と
考
え
て
、
か
よ
う
な
語
源
説
を
立
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
今
日
に
お
い
て
は
、「
神
」
の
「
み
」
は
「
ミ
」
の
乙
類
に
属
し
「
上
」
の
「
み
」
は
甲
類
に
属

し
て
互
い
に
混
同
せ
ず
、
奈
良
朝
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
発
音
が
違
っ
て
お
っ
た
の
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
ら
、
か
よ
う
な
語
源
説
は
甚
だ
危
険
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
う

い
う
語
が
出
来
た
の
は
、
ず
っ
と
古
い
時
代
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
時
代
の
音
は
奈
良
朝

頃
と
は
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
ど
う
し
て
も
「
　カ
ミ神　
」
と
「
　カ
ミ上　
」
と
の
間
に
関
係
を

附
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
少
し
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
我
々
が
達
す
る
こ
と

が
出
来
る
極
め
て
古
い
時
代
の
、
奈
良
朝
ま
た
は
も
う
少
し
古
い
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
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語
が
同
じ
音
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
よ
ほ
ど
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

　
も
う
一
つ
最
後
に
言
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
後
世
に
は
知
ら

れ
な
い
仮
名
の
　つ
か遣　
い
分
け
が
古
代
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
我
々
が
古
い
時
代
の
書
物

の
著
作
年
代
を
き
め
る
こ
と
が
出
来
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
す
。『
古
事
記
』
に
つ
い
て
、
数
年
前

偽
書
説
が
出
て
、
こ
れ
は
平
安
朝
初
期
に
偽
造
し
た
も
の
で
、
決
し
て
　げ
ん
め
い

元
明　
天
皇
の
時
に
作
ら
れ

た
も
の
で
な
い
と
い
う
説
が
出
ま
し
た
が
『
古
事
記
』
の
仮
名
を
見
ま
す
と
、
前
に
述
べ
た
よ
う

に
、
奈
良
朝
時
代
に
あ
っ
た
十
三
の
仮
名
に
お
け
る
両
類
の
仮
名
を
正
し
く
遣
い
分
け
て
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、『
古
事
記
』
に
限
っ
て
、「
モ
」
の
仮
名
ま
で
も
遣
い
分
け
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
仮
名
の
遣
い
分
け
は
、
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
乱
れ
て
、
奈
良
朝
の
末
に
な
る
と
、
そ
の
或
る

も
の
は
も
う
乱
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
位
で
あ
り
、
平
安
朝
に
な
る
と
よ
ほ
ど
混
同
し
て
い
ま

す
。
も
し
『
古
事
記
』
が
、
平
安
朝
に
な
っ
て
か
ら
偽
造
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
厳

重
に
仮
名
を
遣
い
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
非
常
に
疑
わ
し
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
点
か
ら
も
偽
書
説
は
　

く
つ
が
え

覆　
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
近
年
出
て
来
た

『
　
か
き
ょ
う
ひ
ょ
う
し
き

歌
経
標
式　
』
で
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
朝
の
末
の
　こ
う
に
ん

光
仁　
天
皇
の
宝
亀
年
間
に
　
ふ
じ
わ
ら
の
は
ま
な
り

藤
原
浜
成　
が
作
っ
た
と

い
う
序
が
あ
っ
て
、
歌
の
種
類
と
か
歌
の
　

や
ま
い

病　
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
、
そ
ん
な
時

代
に
こ
ん
な
書
物
が
果
し
て
出
来
た
か
ど
う
か
疑
問
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
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に
歌
が
万
葉
仮
名
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
仮
名
の
遣
い
方
を
見
ま
す
と
、
オ
段
の
仮
名
の
或

も
の
は
乱
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
抵
は
正
し
く
使
い
わ
け
て
あ
っ
て
、
ち
ょ

う
ど
、
奈
良
朝
の
末
の
も
の
と
し
て
差
支
な
い
と
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
、
こ
の
書

は
偽
書
で
な
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
前
に
申
し
ま
し
た
通
り
、
平
安
朝
に
入
る
と
こ
う
い
う
特
別
の
仮
名
の
遣
い
分
け
は

乱
れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
平
安
朝
の
初
の
　
し
ば
ら
暫　
く
の
間
は
ま
だ
多
少
混
乱
し
て
は
お
り
ま
す

が
形
の
上
に
お
い
て
は
大
分
保
た
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
段
々
年
代
が
　く

だ降　
る
に
従
っ
て
混
乱
が
ひ

ど
く
な
っ
て
、
実
際
の
発
音
と
し
て
は
全
然
区
別
が
出
来
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
位
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。
実
際
に
発
音
が
乱
れ
る
の
は
先
で
あ
っ
て
、
仮
名
の
方
は
多
少
保
守
的
の
も
の
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
発
音
は
乱
れ
て
も
仮
名
で
書
く
場
合
に
は
区
別
が
　の

こ遺　
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ

り
ま
す
。
平
安
朝
の
初
の
内
は
、
発
音
と
し
て
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
仮
名
の

上
に
は
相
当
区
別
が
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
　の

り
と

祝
詞　
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
『
　え

ん
ぎ
し
き

延
喜
式　
』

に
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
仮
名
を
調
べ
て
み
る
と
、
か
の
特
別
の
仮
名
の
遣
い
わ
け
が
相
当

正
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
幾
ら
か
乱
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
少
数
で
、
到
底
　え

ん
ぎ

延
喜　
時

代
に
書
か
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
『
延
喜
式
』
と
い
う
も
の
は
、
御
承
知
の

通
り
、
も
と
『
　

じ
ょ
う
が
ん
し
き

貞
観
式　
』
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
そ
れ
に
改
修
を
加
え
た
も
の
で
、『
貞
観
式
』
は

ま
た
『
　こ
う
に
ん
し
き

弘
仁
式　
』
に
基
づ
い
て
出
来
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
弘
仁
式
』
は
、
　さ

が

嵯
峨　
天
皇
の
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弘
仁
年
間
に
出
来
た
も
の
で
、
今
は
亡
び
て
し
ま
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
幸
に
そ
の
目
録
だ
け
が

　の
こ遺　
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
そ
の
中
に
祝
詞
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。『
貞
観

式
』
に
は
祝
詞
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、『
延
喜
式
』
を
作
る
時
に
、『
弘
仁
式
』
に
あ
っ
た
祝

詞
を
そ
の
中
に
収
め
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
万
葉
仮
名
に
お
い
て
、
か
の
特
別
の

仮
名
の
遣
い
分
け
が
相
当
に
よ
く
保
た
れ
て
い
る
の
は
、
平
安
朝
の
初
、『
弘
仁
式
』
を
作
る
時
に

書
い
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
『
延
喜
式
』
の
中
に
入
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
先
ず
こ
れ
で
も
っ
て
私
の
講
義
を
終
り
ま
す
。
忙
し
い
た
め
十
分
　ま

と纏　
め
る
暇
も
あ
り
ま
せ
ぬ
し
、

時
間
も
足
り
な
く
て
急
い
だ
も
の
で
す
か
ら
、
不
徹
底
な
所
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

で
終
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

（
大
尾
）

　　

講
演
速
記
で
あ
る
た
め
、
読
ん
で
は
意
味
の
通
じ
な
い
所
が
多
く
、
か
な
り
手
を
加
え
た
が
、

十
分
の
暇
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
ま
だ
不
満
足
な
所
が
少
な
く
な
い
。
用
字
法
や
送
仮
名
な

ど
も
、
大
概
も
と
の
ま
ま
に
し
た
の
で
、
不
穏
当
な
も
の
や
不
統
一
な
所
も
あ
る
。

（
昭
和
十
六
年
二
月
校
訂
の
時
し
る
す
）
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本
書
は
昭
和
十
二
年
五
月
内
務
省
主
催
第
二
回
神
職
講
習
会
に
お
け
る
講
義
を
速
記
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
昨
年
三
月
　じ
ん
ぎ
い
ん

神
祇
院　
で
印
刷
に
附
し
て
関
係
者
に
　は
ん
ぷ

頒
布　
せ
ら
れ
た
が
、
今
回
　し
ょ
し

書
肆　

の
請
に
よ
り
同
院
の
許
し
を
得
て
新
た
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
回
は
か
な
り
手
を
加

え
た
が
、
今
回
は
誤
字
を
訂
正
し
た
ほ
か
は
、
二
、
三
の
不
適
当
な
語
句
や
用
字
法
を
改
め

た
の
み
で
あ
る
。

　
　
昭
和
十
七
年
三
月

橋
本
進
吉

刊
行
委
員
附
記
　
こ
の
昭
和
十
七
年
の
は
し
が
き
は
、
明
世
堂
刊
行
の

際
、
巻
首
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
か
り
に

こ
こ
に
移
す
。
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附
録
　
万
葉
仮
名
類
別
表

　
　┌
愛
哀
埃
衣
依
・
榎
可
‐
愛
荏
得

ア
行

エ┤　└

延
曳
睿
叡
遙
要
縁
裔
・
兄
柄
枝
吉
江

ヤ
行

　　┌

〔
清
音
〕
支
岐
伎
妓
吉
棄
弃
枳
企
耆
祇
祁
・
寸
杵
服
来

甲
類

　│

〔
濁
音
〕
藝
岐
伎
儀
蟻
祇

キ┤　│

〔
清
音
〕
帰
己
紀
記
忌
幾
機
基
奇
綺
騎
寄
気
既
貴
癸
・
木
城
樹

乙
類
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　└

〔
濁
音
〕
疑
擬
義
宜

　　┌
〔
清
音
〕
祁
計
稽
家
奚
鶏
雞
谿
渓
啓
価
賈
結
・
異

甲
類

　│

〔
濁
音
〕
牙
雅
下
夏
霓

ケ┤　│

〔
清
音
〕
気
開
既

概
慨
該
階
戒
凱
愷
居
挙
希
・
毛
食
飼
消
笥

乙
類

　└

〔
濁
音
〕
宜
義
皚
㝵
碍
礙
偈
・
削

　　┌

〔
清
音
〕
古
故
胡
姑
祜
枯
固
高
庫
顧
孤
・
子
児
小
粉
籠

甲
類

　│

〔
濁
音
〕
胡
呉
誤
虞
五
吾
悟
後

コ┤　│

〔
清
音
〕
許
己
巨
渠
去
居
挙
虚
拠
莒
興
・
木



109 古代国語の音韻に就いて

乙
類

　└
〔
濁
音
〕
碁
其
期
語
馭
御

　　┌

〔
清
音
〕
蘇
蘓
宗
素
泝
祖
巷
嗽
・
十
麻
磯
追
‐
馬

甲
類

　│

〔
濁
音
〕
俗

ソ┤　│

〔
清
音
〕
曾
層
贈
増
僧
憎
則
賊
所
諸
・
其
衣
襲
膐
彼
苑

乙
類

　└

〔
濁
音
〕
叙
存
罇
鋤
序
茹

　　┌

〔
清
音
〕
刀
斗
土
杜
度
渡
妬
覩
徒
塗
都
図
屠
・
外
砥
礪
戸
聡
利
速
門

甲
類
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　│

〔
濁
音
〕
度
渡
奴
怒

ト┤　│
〔
清
音
〕
止
等
登
鄧
騰
縢
臺
苔
澄
得
・
迹
跡
鳥
十
与
常
飛

乙
類

　└

〔
濁
音
〕
杼
縢
藤
騰
廼
耐
特

　　┌

怒
弩
努

甲
類

ノ┤　└

能
乃
廼
・
笶
箆

乙
類

　　┌

〔
清
音
〕
比
毘
卑
辟
避
譬
臂
必
賓
嬪
・
日
氷
檜
負
飯

甲
類



111 古代国語の音韻に就いて

　│

〔
濁
音
〕
毘
毗
妣
弭
寐
鼻
彌
弥
婢

ヒ┤　│
〔
清
音
〕
非
斐
悲
肥
彼
被
飛
秘
・
火
乾
簸
樋

乙
類

　└

〔
濁
音
〕
備
眉
媚
縻
傍

　　┌

〔
清
音
〕
幣
弊

蔽
敝
平
鞞
覇
陛
反
返
遍
・
部
方
隔
重
辺
畔
家

甲
類

　│

〔
濁
音
〕
辨
鼙
謎
便
別

ヘ┤　│

〔
清
音
〕
閇
閉
倍
陪
杯
珮
俳
沛
・
綜
瓮
缶
甕

缻
経
戸

乙
類

　└

〔
濁
音
〕
倍
毎

　　┌

美
彌
弥
瀰
弭
寐
湄
民
・
三
参
御
見
視
眷
水
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甲
類

ミ┤　└
微
未
味
尾
・
箕
実
身

乙
類

　　┌

売
咩
謎
綿
面
馬
・
女

甲
類

メ┤　└

米
毎
梅
瑇
妹
昧

・
目
眼
海
‐
藻

乙
類

　　┌

毛

甲
類



113 古代国語の音韻に就いて

モ┤　└

母

乙
類

　　┌

用
庸
遙
容
欲
・
夜

甲
類

ヨ┤　└

余
与
予
餘
誉
預
已
・
四
世
代
吉

乙
類

　　┌

漏
路
露
婁
楼
魯
盧

甲
類

ロ┤　└

呂
侶
閭
廬
慮
稜
勒
里
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乙
類

　
○
以
上
は
普
通
の
仮
名
の
別
に
相
当
し
な
い
十
三
の
仮
名
、
お
よ
び
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
モ
」

の
仮
名
に
当
る
万
葉
仮
名
の
類
別
の
み
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
。

○
同
じ
字
が
清
音
と
濁
音
と
に
重
出
し
て
い
る
の
は
、
或
る
書
で
は
こ
れ
を
清
音
に
用
い
他
の
書

で
は
こ
れ
を
濁
音
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

　　　こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.a
o
zo

ra
.g
r.jp

/

）

で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。


