
『
日
本
語
学
論
集
』
第
九
号

二
O
二
ニ
年
三
月

倭
訓
莱
の
清
濁

。
は
じ
め
に

伊
勢
の
国
学
者
・
谷
川
士
清
(
一
七

O
九
1
一
七
七
六
)
に
よ
っ
て

編
纂
が
始
め
ら
れ
た
倭
訓
架
は
、
前
編
・
中
編
・
後
編
に
分
か
れ
る
全

九
三
巻
八
二
冊
の
大
著
で
あ
り
、
最
終
巻
の
刊
行
ま
で
に
一
一

O
年
の

時
を
要
し
た
国
語
辞
書
で
あ
る
。
士
清
が
没
し
た
翌
年
か
ら
前
編
の
一

部
刊
行
が
始
ま
っ
た
が
、
前
編
の
巻
二
ニ
ま
で
は
士
清
の
手
に
よ
る
も

の
で
あ
る
可
能
性
、
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
れ
以
降
の
巻
は
子

孫
や
弟
子
、
加
茂
季
鷹
(
一
七
五
四

1
一
八
五
一
)
ら
交
流
の
あ
っ
た

人
々
の
手
が
少
な
か
ら
ず
入
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

従
来
、
「
江
戸
中
期
に
お
い
て
は
」
と
い
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
つ

つ
も
、
倭
訓
莱
は
近
代
国
語
辞
書
の
鴨
矢
と
し
て
高
い
評
価
を
得
て
き

た
。
そ
し
て
、
活
字
化
や
復
刻
な
ど
を
経
て
、
今
な
お
広
く
利
用
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
使
用
実
態
に
比
し
て
、
そ
の
研
究
は
未
だ
基

礎
的
な
段
階
に
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。

平

井

五口

門

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
初
期
稿
本
と
目
さ
れ
る
自
筆
本
倭
訓
梁
に
は
、

「
見
出
し
語
(
仮
名
表
記
)
|
漢
字
表
記
」
と
い
う
体
裁
の
み
の
項
目

が
多
く
見
ら
れ
、
完
成
品
と
善
一
守
え
る
整
版
本
倭
訓
架
で
も
そ
れ
が
散
見

さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
倭
訓
架
は
漢
字
表
記
と
和
訓
と
の
対
応
を
第

一
義
と
し
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
辞
書
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を

述
べ
た
(
平
井
二

O
一二

a
ほ
か
)
。
ま
た
、
排
列
や
増
補
に
着
目
し
、

倭
訓
莱
が
当
初
目
指
し
た
も
の
は
、
見
出
し
語
に
二
万
語
前
後
を
収
め

る
整
版
本
の
規
模
に
比
べ
て
、
相
当
小
型
な
も
の
(
自
筆
本
罫
線
部
分

に
当
た
る
三
千
語
程
度
)
を
想
定
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
た
(
平
井

二
O
一二。

す
な
わ
ち
、
倭
訓
架
は
、
編
纂
が
進
む
に
つ
れ
て
語
義
や
語
釈
が
拡

充
さ
れ
た
こ
と
で
大
型
化
し
、
最
終
的
に
は
右
の
よ
う
な
高
評
価
を
得

る
に
至
っ
た
が
、
起
稿
当
初
に
士
清
が
目
指
し
た
方
向
性
は
、
整
版
本

の
様
相
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
る
。

本
稿
で
は
、
倭
訓
架
の
成
立
過
程
に
関
心
を
抱
く
立
場
か
ら
、
見
出

し
語
に
お
け
る
清
濁
が
変
選
す
る
様
子
を
追
う
。
特
に
、
自
筆
本
と
整
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版
本
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
清
濁
に
対
す
る
谷
川
士
清
の
意
識
の
変
化

や
編
纂
過
程
の
実
態
を
考
察
す
る
[
注
ニ
。
ま
た
、
従
来
指
摘
さ
れ
て

き
た
本
居
宣
長
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た

い
。
延
い
て
は
、
倭
訓
架
再
評
価
の
た
め
の
基
礎
拡
充
を
図
る
も
の
で

あ
る
。

先
行
研
究

従
来
、
倭
訓
架
の
清
濁
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
濁
音
研
究
史
の
資
料

と
し
て
の
価
値
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
実
態
は
解
明

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
言
及
に
値
し
な
か
っ
た
可
能
性
も

あ
り
得
る
が
、
倭
訓
莱
研
究
の
立
場
か
ら
は
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い

課
題
で
あ
る
。

倭
訓
莱
が
、
近
代
以
降
に
成
立
し
た
国
語
辞
書
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
倭
訓
莱
の
清

濁
に
関
す
る
本
格
的
な
考
察
は
、
管
見
の
限
り
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た

だ
し
、
三
津
(
二

O
O
八
)
の
中
で
、
自
筆
本
と
整
版
本
の
見
出
し
語

の
比
較
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
同
書
で
は
、
自
筆
本
に
掲
載
さ
れ
る
全

見
出
じ
項
目
の
索
引
を
示
す
と
と
も
に
、
各
々
が
整
版
本
で
は
ど
の
よ

う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
(
整
版
本
で
は
除
か
れ
て
い

る
項
目
も
あ
る
)
。
清
濁
に
関
す
る
統
一
的
な
考
察
も
併
せ
て
望
ま
れ

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
近
世

1
近
代
に
お
い
て
、
倭
訓
架
を
清
濁
判
定
の
典
拠
と
し

て
掲
げ
る
資
料
が
登
場
し
て
い
る
。
著
名
な
と
こ
ろ
で
は
、
「
僅
言
集

覧
」
が
倭
訓
架
を
典
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
、
清
濁
で
対
立
す
る
語
を

別
語
と
し
て
掲
載
す
る
。
ま
た
、
濁
音
を
含
む
語
を
列
挙
し
た
書
で
あ

る
「
濁
語
考
」
(
清
水
浜
臣
著
・
岡
本
保
孝
編
、
文
政
一

O
年
の
奥
書
)

で
も
、
典
拠
と
し
て
倭
訓
莱
の
名
が
挙
が
る
。
そ
の
一
部
に
倭
訓
架
に

お
け
る
所
在
も
記
載
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
整
版
本
倭
訓
某
が
参
照
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
自
筆
本
倭
訓
莱
は
罫
線
で
三
つ
に
仕
切
ら
れ
た
用
筆
を
用
い

て
お
り
、
そ
の
三
つ
の
部
分
を
罫
線
部
・
上
段
部
・
余
白
部
と
す
る
(
三

津
二

O
O
八
を
踏
襲
、
次
図
参
照
)
。
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こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
三
つ
の
部
分
に
は
原
則
的
に
先
後
関
係
の
あ

る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
罫
線
部
↓
余
白
部
↓
上
段
部
の
順
に
成
立

し
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
後
の
記
述
と
見
ら
れ
る
罫
線
欄
外
へ
の
記

述
な
ど
も
少
量
な
が
ら
指
摘
で
き
、
自
筆
本
の
中
で
も
編
纂
過
程
の
通

時
的
変
化
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。

谷
川
士
清
と
濁
音

そ
も
そ
も
、
倭
訓
栗
の
編
者
で
あ
る
谷
川
士
清
が
、
日
本
語
の
清
濁

に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
知
見
を
有
し
て
い
た
の
か
確
認
し
た
い
。

初
期
稿
本
で
あ
る
自
筆
本
「
倭
訓
架
」
で
は
、
巻
一
冒
頭
に
置
か
れ

た
「
総
論
」
の
中
で
、
清
濁
に
関
す
る
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、

①
和
語
清
濁
通
用
す
る
も
の
多
し
〈
一
オ
罫
線
部
)

②
歌
に
清
濁
を
か
よ
は
せ
る
は
万
葉
に
い
ふ
か
し
を
言
借
と
書

え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
又
玉
だ
れ
の
見
す
は
こ
ひ
し
と
お

も
は
ま
し
や
は
白
川
の
み
つ
は
く
む
ま
で
と
つ
〉
け
た
る
類
是

也
ご
オ
上
段
部
)

③
漢
字
を
も
て
倭
語
を
記
せ
し
古
書
日
本
紀
古
事
記
等
は
皆
清

濁
を
分
て
り
倭
名
抄
に
至
て
は
や
〉
清
濁
を
通
し
用
ひ
た
り
そ

れ
よ
り
お
ち
つ
か
た
は
一
に
混
し
ぬ
(
五
ウ
罫
線
部
)

と
述
べ
、
和
語
に
お
い
て
は
清
濁
の
対
立
が
あ
る
語
を
通
用
し
て
き
た

と
指
摘
し
、
掛
詞
と
し
て
和
歌
に
用
い
ら
れ
る
例
を
挙
げ
る
。
ま
た
、

上
代
の
散
文
資
料
で
は
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
た
が
、
倭
名
抄
で
は
混

同
が
生
じ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
す
。

そ
し
て
、④

半
濁
に
は
一
圏
し
濁
音
に
は
二
貼
す
る
を
俗
に
に
ご
り
を
さ

す
と
い
ふ
:
:
:
か
さ
た
は
四
つ
の
行
に
濁
音
あ
り
余
り
は
な
し

(
四
オ
罫
線
部
)

と
し
て
、
半
濁
点
・
濁
点
を
用
い
た
表
記
法
と
、
カ
・
サ
・
タ
・
ハ
行

に
濁
音
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
濁
音
が
四
行
に
わ
た
る
と
い
う
記
述

は
、
倭
訓
莱
以
前
に
漢
文
で
執
筆
さ
れ
た
随
筆
「
鋸
屑
諦
」
(
士
清
自

筆
本
)
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
同
書
で
は
、
「
阿
久
(
濁
)
良
」

(
一
三
ウ
)
や
「
阿
牟
太
(
濁
ご
ご
九
オ
)
の
よ
う
に
、
濁
点
を
万

葉
仮
名
に
付
す
体
裁
を
随
所
に
用
い
て
い
る
。

さ
ら
に
、
倭
訓
架
総
論
で
は
、
次
の
よ
う
に
「
連
声
」
を
扱
っ
て
い

ザ

Q

。
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⑤
又
連
声
あ
り
よ
み
つ
け
〉
き
に
て
音
を
変
す
る
也
南
山
変
化
を

な
ん
ざ
ん
へ
ん
ぐ
ゑ
と
は
ぬ
る
音
の
文
字
の
下
は
情
な
れ
と
濁

る
な
り
葛
伯
一
品
を
か
つ
ぱ
く
い
っ
ぽ
ん
と
つ
む
る
音
の
下
に

て
は
半
濁
と
な
る
也
と
い
へ
り
(
六
オ
罫
線
部
)

こ
こ
で
は
、
連
声
と
い
う
名
称
で
い
わ
ゆ
る
連
濁
に
つ
い
て
指
摘
す
る

が
、
ま
た
、
漢
語
の
例
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
和
語
の
連
濁
現
象

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
明
確
な
記
述
は
な
い
。

そ
の
他
、
田
舎
言
葉
に
濁
音
が
多
い
旨
も
指
摘
す
る
。

⑤
田
舎
の
詞
に
は
濁
音
多
し
よ
て
世
諺
に
び
る
ば
ち
ど
ん
ぼ
う



が
に
が
へ
る
と
い
へ
る
(
七
ウ
罫
線
部
)

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
濁
音
と
い
う
も
の
を
音
声
学
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
士
清

は
国
語
に
お
け
る
清
濁
の
対
立
を
自
明
の
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
倭
訓
架
起
稿
当
初
か
ら
清
濁
へ
の
強
い
意
識
を
持
ち
、

倭
名
抄
よ
り
も
前
の
資
料
に
正
確
な
清
濁
の
書
き
分
け
の
典
拠
を
求
め

て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

特
に
①
は
、
総
論
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
文
言
で
あ
り
、
士
清
が
総
論

を
著
す
に
あ
た
っ
て
、
清
濁
の
通
用
が
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
記
述
は
、
次
で
示
す
様
に
整
版
本
で
は

後
方
に
因
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
整
版
本
倭
訓
架
前
編
の
巻
一
に
置
か
れ
た
「
凡
例
・
大
綱
」

の
中
で
、
清
濁
に
関
す
る
記
述
を
確
認
す
る
。

①
日
本
紀
古
事
記
及
令
式
等
は
皆
清
濁
を
分
て
り
倭
名
抄
に
至

て
は
や
〉
清
濁
を
通
し
用
ゐ
た
り
そ
れ
よ
り
お
ち
つ
か
た
は
も

と
よ
り
い
ふ
に
た
ら
す
(
六
ウ
)

②
倭
語
に
清
濁
通
用
す
る
も
の
多
し
(
一
六
ウ
)

な
ど
の
よ
う
に
、
自
筆
本
の
記
述
は
全
て
取
り
込
ま
れ
つ
つ
、
全
一
八

項
目
に
一
旦
っ
て
清
濁
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
依
然
と
し
て
、
清
濁
が

重
要
課
題
で
あ
り
、
辞
書
の
園
田
頭
に
掲
げ
る
べ
き
問
題
と
し
て
捉
え
て

い
た
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

新
た
に
追
加
さ
れ
た
記
述
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

③
倭
語
清
濁
に
よ
り
て
氷
炭
相
反
す
る
も
の
あ
り
た
と
へ
は
み

し
は
見
き
也
し
と
き
と
通
へ
り
し
を
濁
れ
は
不
見
也
:
・
・
:
又
本

濁
あ
り
新
濁
あ
り
本
濁
は
も
と
よ
り
滴
る
へ
き
を
い
ふ
也
新
濁

ハ
音
便
に
よ
り
て
濁
る
事
あ
る
を
い
ふ
也
(
一
六
ウ
)

④
大
よ
そ
倭
語
の
綾
替
に
濁
音
な
し
其
た
ま
/
¥
濁
音
に
唱
ふ

る
織
を
だ
け
と
し
寄
居
虫
を
が
う
な
と
す
る
か
知
き
は
皆
後
世

縛
靴
の
い
た
す
所
な
る
べ
し
(
一
七
オ
)

⑤
し
ち
す
つ
の
濁
音
紛
れ
易
し
古
例
と
訓
義
と
を
排
て
書
へ
し

妄
に
す
べ
か
ら
す
(
三

O
オ
)

⑤
な
に
ぬ
ね
の
た
ち
っ
て
と
の
こ
行
に
連
替
あ
り
連
曹
と
い
ふ

は
よ
み
つ
£
き
に
て
音
を
饗
す
る
也
:
:
:
又
南
山
第
化
を
な
ん

ざ
ん
へ
ん
ぐ
ゑ
と
は
ぬ
る
音
の
文
字
の
下
は
清
る
も
濁
音
と
な

り
葛
伯
一
品
を
か
つ
ぱ
く
い
っ
ぱ
ん
と
つ
む
る
音
の
下
に
て
は

半
濁
と
成
な
り
と
い
へ
り
(
三
七
ウ
)

⑦
讃
書
口
語
と
も
に
漢
呉
は
勿
論
清
濁
も
音
便
の
宜
し
き
に
従

ふ
へ
し
偲
令
は
儒
道
悌
道
の
と
き
は
道
の
字
濁
音
也
神
道
の
時

は
道
の
字
清
音
也
(
四

O
ウ
)

整
版
本
で
は
、
清
濁
に
関
す
る
記
述
が
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
自

筆
本
同
様
に
、
和
語
に
関
し
て
は
上
代
の
資
料
を
中
心
と
し
て
清
濁
の

判
断
を
下
そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
倭
訓
架
は
、
全
体
を
通
し

て
倭
名
抄
を
典
拠
と
し
て
大
い
に
参
考
に
し
て
い
る
が
、
倭
名
抄
の
清

濁
に
も
揺
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
扱
い
に
は
苦
労
し
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
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こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
、
③
和
語
の
項
目
に
「
本
濁
新
濁
」

語
が
追
加
さ
れ
る
他
、
④
「
和
語
の
語
頭
に
濁
音
が
な
い
」
⑤
「
四
つ

仮
名
が
紛
れ
や
す
い
」
と
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

倭
訓
莱
の
大
綱
は
、
「
こ
の
大
部
な
辞
書
を
支
え
る
原
理
と
し
て
統

一
性
を
欠
き
、
理
論
的
に
も
脆
弱
で
、
独
自
の
価
値
は
認
め
ら
れ
な
い

と
い
う
の
が
率
直
な
結
論
で
あ
る
」
(
尾
崎
一
九
八
四
)
な
ど
と
評
価

さ
れ
、
士
清
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
は
欠
け
る
も
の
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
和
歌
や
中
古
以
降
の
資
料
に
お
け
る
清
濁
の
通
用
・
乱

れ
を
前
に
、
記
紀
な
ど
の
上
代
資
料
に
清
濁
の
規
範
を
求
め
る
姿
勢
を

保
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
倭
訓
莱
に
は
、
自
筆
本
の
段
階
か
ら
様
々
な
時
代
・
位
相

の
語
、
が
含
ま
れ
て
お
り
、
決
し
て
古
語
辞
典
の
編
纂
を
目
指
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
総
論
に
も
「
日

本
書
紀
よ
り
後
の
世
の
言
葉
は
倭
訓
葉
に
詳
述
し
た
」
と
い
う
旨
が
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
編
纂
当
時
(
近
世
中
期
)
の
国
語
を
そ
の
ま
ま
表
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
⑤
の
連
声
と
は
別
に
項
目
を
立
て
、
和
語
の
解
説
を
行
う
項

目
に
本
濁
・
新
濁
の
解
説
を
組
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
濁
音
の
発
生
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
「
濁
る
語
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
、
連
声
・
連
濁
に
よ
っ
て
新
た
に
濁
音
が
生
じ
た
語

が
あ
っ
た
、
と
い
う
立
場
を
明
確
に
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
士
清
の
他
の
著
作
で
も
、
清
濁
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
晩

年
に
「
大
日
本
史
」
〈
の
批
評
を
記
し
た
「
読
大
日
本
史
私
記
」
(
一

の
用

で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

契

ス

ミ

テ

ヨ

ム

ヘ

シ

(

二

二

丁

表

)

「
読
大
日
本
史
私
記
」
は
大
日
本
史
へ
の
論
難
の
書
で
あ
り
、
先
人
が

契
宇
に
チ
ギ
ル
と
濁
音
の
読
み
を
付
し
た
の
に
対
し
て
、
「
チ
キ
ル
」

と
清
音
で
読
む
べ
き
こ
と
を
示
し
た
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。
晩
年
、
整

版
本
倭
訓
莱
を
編
纂
し
て
い
る
最
中
の
士
清
に
と
っ
て
、
清
濁
の
判
定

が
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

七
七
四
)

倭
訓
莱
の
清
濁

さ
て
、
倭
訓
莱
の
清
濁
書
き
分
け
の
状
況
を
確
認
す
る
。

そ
も
そ
も
倭
訓
莱
で
は
、
自
筆
本
・
整
版
本
と
も
に
、
以
下
の
よ
う

に
同
音
異
義
語
を
「

O
」
記
号
で
分
割
し
な
が
ら
、
同
一
項
目
内
に
収

め
て
い
る
。
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斬
字
を
よ
む
は
刃
を
き
と
い
へ
る
よ
り
出
た
り

O
服
字

を
よ
む
は
衣
を
き
ぬ
と
い
ふ
よ
り
出
た
り
(
自
筆
本
巻
二
・
玉

き
る

三
オ
)

こ
の
よ
う
な
体
裁
の
中
で
、
「
あ
か
、
あ
が
」
「
あ
じ
か
、
あ
し
か
」

「
か
き
、
か
ぎ
」
の
よ
う
に
、
清
濁
で
対
立
す
る
語
、
が
、
自
筆
本
・
整

版
本
と
も
に
別
項
目
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
で
き
る
。
自

筆
本
で
は
排
列
が
整
っ
て
い
な
い
が
、
整
版
本
で
は
第
二
音
節
ま
で
五

十
音
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
概
し
て
並
記
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
別
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
視
覚
的
に
も
明
確
に



伝
わ
る
。

見
出
し
で
は
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
て
も
、
語
釈
に
関
し
て
み
る
と
、

次
の
例
の
よ
う
に
必
ず
し
も
清
濁
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
し
。

あ
ば
ら
物
の
す
き
ま
あ
る
を
あ
は
ら
と
い
ふ
あ
は
ら
骨
な
と

も
い
へ
り
:
:
:
(
自
筆
本
巻
一
・
一
七
ウ
)

な
お
、
自
筆
本
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

い
か
た
錯
を
よ
め
り
鋳
型
の
義
也

O
い
か
だ
は
筏
を
い
ふ

(
巻
一
・
四
四
オ
罫
線
部
)

こ
の
記
述
で
は
、
「
い
か
た
」
「
い
か
だ
」
と
い
う
清
濁
の
異
な
る
語

が
同
一
項
目
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
整
版
本
で
は
、
別
項
目
と
し
て

立
項
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
自
筆
本
で
は
、
清
濁
の
異
同
を
以
て
別
語
と
認
定
し
、
別
語

と
し
て
立
項
す
る
場
合
も
あ
る
一
方
で
、
別
語
と
の
認
識
は
あ
り
な
が

ら
も
同
一
項
目
に
纏
め
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は

す
な
わ
ち
、
自
筆
本
倭
訓
莱
の
編
纂
方
針
が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
の
証
左
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
自
筆
本
の
見
出
し
項
目
の
排
列
に
関
し

て
、
「
第
二
音
節
ま
で
の
五
十
音
順
に
排
列
し
た
」
と
い
う
総
論
の
記

述
と
実
際
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
の
と
同
様
、
自
筆
本
本
文
部
は
見
切

り
発
車
的
に
完
成
と
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
(
排
列
に
つ
い
て
は
平
井

二
O
一
一
参
照
)
。
一
方
の
整
版
本
で
は
、
後
述
の
通
り
、
清
濁
の
異

同
は
別
語
と
し
て
立
項
す
る
厳
密
な
基
準
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
排
列
も
、
凡
例
に
示
さ
れ
る
通
り
第
二
音
節
ま
で
の
五
十
音
順
と
な
る
)
。

自
筆
本
と
整
版
本
の
比
較

こ
こ
で
、
語
の
清
濁
に
着
目
し
て
自
筆
本
と
整
版
本
と
を
比
較
す
る

(
「
/
」
は
自
筆
本
と
整
版
本
の
仕
切
り
。
「
・
」
は
整
版
本
で
項
目
が
分

か
れ
る
こ
と
を
示
す
)
。
整
版
本
の
前
編
巻
二
ニ
(
「
そ
」
部
)
ま
で
は
、

後
人
の
手
が
入
ら
ず
に
谷
川
士
清
の
意
図
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る

も
の
と
す
る
立
場
か
ら
、
「
あ

1
そ
」
部
ま
で
の
比
較
を
原
則
と
す
る
。

自
筆
本
の
「
あ

1
そ
」
部
の
項
目
数
は
二
三
八
七
あ
り
、
そ
の
う
ち
一

四
二
九
例
で
整
版
本
前
編
と
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
中
で
、

自
筆
本
か
ら
整
版
本
へ
と
編
纂
が
進
む
こ
と
で
清
濁
が
変
更
さ
れ
て
い

る
も
の
が
以
下
の
計
一
一
三
例
あ
る
(
所
在
は
自
筆
本
に
つ
い
て
の
み

示
す
)
富
二

]
O
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①
自
筆
本
(
濁
)
↓
整
版
本
(
滑
)
二
二
例

あ
ふ
ご
/
あ
ふ
こ
(
一
・
二
四
オ
余
白
部
)
、
い
が
/
い
が
・
い
か
(
一

・
四
三
オ
罫
線
部
)
、
い
ざ
/
い
さ
(
一
・
四
六
オ
罫
線
部
)
、
か
け
ぢ

/
か
け
ち
(
一
了
三
四
オ
罫
線
部
)
、
か
ぢ
/
か
ち
っ
て
三
五
ウ
罫
線

部
)
、
か
み
な
づ
き
/
か
み
な
っ
き
(
二
・
三
三
ウ
罫
線
部
)
、
く
ら
ぶ

る
/
く
ら
ふ
る
(
二
・
六
四
オ
罫
線
部
)
、
く
れ

p
i
/く
れ
f
t
l
(
二

・
五
八
オ
上
段
部
て
く
れ
介
(
ー
/
く
れ
/
¥
(
二
・
六
六
オ
罫
線
部
)
、

こ
が
ら
し
/
こ
か
ら
し
(
三
・
一
七
ウ
罫
線
部
)
、
こ
ぞ
/
こ
そ
(
一
一
了

九
ウ
罫
線
部
)
、
さ
ゾ
な
み
/
さ
〉
な
み
(
一
一
了
二
七
ワ
罫
線
部
)
、
さ

〉
め
ご
と
/
さ
〉
め
こ
と
(
三
・
二
九
ウ
余
白
部
)
、
さ
ジ
れ
い
し
/



さ
与
れ
い
し
さ
了
二
七
オ
罫
線
部
)
、
さ
し
も
ぐ
さ
/
さ
し
も
く
さ

さ
了
三
二
オ
余
白
部
)
、
さ
な
ぎ
/
さ
な
き
さ
て
三
O
ウ
余
白
部
)
、

し
ど
だ
ち
/
し
と
だ
ち
〈
三
・
四
七
オ
罫
線
部
)
、
せ
が
れ
/
せ
か
れ

(
四
・
三
ウ
罫
線
部
)
、
そ
こ
ば
く
/
そ
こ
は
く
(
四
・
一

O
オ
罫
線
部
)
、

ぞ
め
き
/
そ
め
き
〈
四
・
六
ウ
罫
線
部
)
、
そ
よ
ぐ
/
そ
よ
く
(
四
・
九

ウ
余
白
部
)
、
ぞ
り
/
そ
り
(
四
・
一
二
ウ
罫
線
部
)

②
自
筆
本
(
清
)
↓
整
版
本
(
濁
)
九
一
例

あ
か
ほ
し
/
あ
か
ぼ
し
(
一
・
ニ
ニ
ウ
余
白
部
)
、
あ
か
れ
/
あ
が
れ

(
一
・
一
八
オ
余
白
部
)
、
あ
き
と
/
あ
ぎ
(
一
・
二
七
オ
上
段
部
)
、

あ
き
と
ふ
/
あ
ぎ
と
ふ
(
一
・
二
七
オ
罫
線
部
)
、
あ
け
ぼ
の
/
あ
け

ぼ
の
(
一
・
二
七
オ
罫
線
部
)
、
あ
さ
や
か
/
あ
、
さ
や
か
(
一
・
一
九
ウ

余
白
部
)
、
あ
ち
き
な
し
/
あ
ぢ
き
な
し
(
一
・
二
四
オ
罫
線
部
)
、
あ

は
き
/
あ
は
ぎ
(
一
・
二
四
ウ
罫
線
部
)
、
あ
は
た
こ
/
あ
は
た
ご
(
一

・
二
六
ウ
罫
線
部
)
、
あ
ま
の
た
く
な
は
/
あ
ま
の
た
ぐ
な
は
(
一
・
二

六
オ
罫
線
部
)
、
あ
ら
〉
き
/
あ
ら
〉
、
ぎ
(
一
・
二
九
オ
罫
線
部
)
、
あ

ら
れ
は
し
り
/
あ
ら
れ
ば
し
り
(
一
・
一
八
オ
上
段
部
)
、
あ
り
な
れ

か
は
/
あ
り
な
れ
が
は
(
一
・
ニ
六
ウ
罫
線
部
)
、
あ
を
う
な
は
ら
/

あ
を
う
な
ば
ら
(
一
・
三

O
ウ
罫
線
部
)
、
い
か
た
/
い
か
た
・
い
か

だ
(
一
・
四
四
オ
罫
線
部
)
、
い
か
ら
し
/
い
が
ら
し
(
一
・
四
三
ウ
余

白
部
)
、
い
か
る
か
/
い
か
る
が
〈
一
・
四
三
ウ
罫
線
部
)
、
い
き
と
ほ

・
り
/
い
き
ど
ほ
り
(
一
・
四
九
ウ
罫
線
部
)
、
い
さ
き
よ
し
/
い
さ
ぎ

よ
し
(
一
・
四
七
オ
罫
線
部
)
、
い
さ
ら
み
つ
/
い
さ
ら
み
づ
(
一
・
三

六
ウ
罫
線
部
)
、
い
し
は
し
/
い
し
ば
し
(
一
・
四
九
ウ
罫
線
部
)
、
い

す
〉
き

L

/
い
す
£
き
(
一
・
五
五
ウ
罫
線
部
)
、
い
す
ろ
こ
ふ
/
い

す
ろ
ご
ひ
(
一
・
五

O
オ
罫
線
部
)
、
い
そ
く
/
い
そ
ぐ
(
一
・
四
六
オ

罫
線
部
)
、
い
た
〉
き
も
ち
ひ
/
い
た
ゾ
き
も
ち
ひ
(
一
・
四
五
ウ
余
白

部
)
、
い
た
ゃ
く
し
/
い
た
ゃ
ぐ
し
(
一
・
四
六
オ
罫
線
部
)
、
い
ち
し

る
し
/
い
ち
じ
る
し
(
一
・
三
八
ウ
罫
線
部
)
、
い
ち
は
や
ひ
/
い
ち

は
や
び
(
一
・
四
二
オ
上
段
部
)
、
い
つ
れ
/
い
づ
れ
(
一
・
四
七
ウ
上

段
部
)
、
い
な
ひ
か
り
/
い
な
び
か
り
(
一
・
三
七
オ
罫
線
部
)
、
い
は

と
か
し
は
/
い
は
と
が
し
は
(
一
・
五
二
オ
罫
線
部
)
、
い
へ
と
も
/

い
へ
ど
も
(
一
・
四
一
オ
罫
線
部
)
、
い
へ
は
と
/
い
へ
ば
と
(
五
・
三

七
ウ
上
段
部
)
、
い
め
ひ
と
/
い
め
び
と
(
一
・
五
三
ウ
罫
線
部
)
、
い

り
ほ
か
/
い
り
ほ
が
(
一
・
五
一
ウ
罫
線
部
)
、
う
た
か
た
/
う
た
が

た
(
ニ
・
一
ウ
罫
線
部
)
、
う
つ
く
ま
る
/
う
づ
く
ま
る
(
二
・
八
オ
罫

線
部
)
、
う
つ
な
ひ
/
う
づ
な
ひ
(
二
・
四
オ
罫
線
部
)
、
う
つ
ほ
/
う

つ
ほ
・
う
つ
ぼ
(
二
・
八
ウ
罫
線
部
)
、
う
の
は
な
く
た
し
/
う
の
は

な
く
だ
し
(
二
・
一
一
ウ
罫
線
部
)
、
う
ま
ひ
と
/
う
ま
び
と
(
二
・
六

ウ
上
段
部
)
、
う
む
か
し
み
/
う
む
が
し
み
(
二
・
八
オ
罫
線
部
)
、
え

た
ち
/
え
だ
ち
(
}
了
一
四
オ
罫
線
部
)
、
お
き
ぬ
ふ
/
を
ぎ
ぬ
ふ
(
二

・
一
二
ウ
罫
線
部
)
、
を
く
な
/
を
ぐ
な
(
一
了
一
九
ウ
罫
線
部
)
、
を

く
る
ま
の
に
し
き
/
を
ぐ
る
ま
の
に
し
き
っ
て
二
五
ウ
罫
線
部
)
、

を
た
ま
き
/
を
だ
ま
き
(
-
了
二

O
オ
余
白
部
)
、
か
く
の
み
/
か
ぐ

の
み
(
一
了
三
五
オ
罫
線
部
)
、
か
し
は
な
か
し
/
か
し
は
な
が
し
(
二

・
三
六
オ
上
段
部
)
、
か
せ
つ
ゑ
/
か
せ
づ
ゑ
(
一
了
三
七
オ
罫
線
部
)
、

ハUn
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か
そ
/
か
ぞ
(
二
・
一
二
五
ウ
余
白
部
)
、
か
た
〉
か
ひ
/
か
た
〉
が
ひ

(
一
了
三
九
オ
罫
線
部
)
、
か
た
ひ
ら
/
か
た
び
ら
(
二
・
四
一
オ
罫
線

部
)
、
か
て
/
か
て
/
が
て
(
一
了
三

O
ウ
罫
線
部
)
、
か
て
ら
/
が
て

ら
(
一
了
三

O
ウ
上
段
部
)
、
か
な
ら
す
/
か
な
ら
ず
(
二
・
四
五
オ
余

白
部
)
、
か
の
に
げ
く
さ
/
か
の
に
げ
く
(
半
濁
)
さ
(
二
・
三
八
ウ
罫

線
部
〉
、
か
ま
ぼ
こ
/
か
ま
ぼ
こ
(
二
・
四
一
ウ
上
段
部
)
、
か
み
な
ひ

/
か
み
な
び
(
二
・
四
五
オ
罫
線
部
て
か
ら
を
き
/
か
ら
を
ぎ
(
二
・

四
七
オ
余
白
部
)
、
か
ん
た
ち
/
か
ん
だ
ち
(
一
了
三
三
ウ
罫
線
部
)
、

か
ん
と
き
/
か
ん
ど
き
(
一
了
三
三
オ
罫
線
部
)
、
き
そ
/
き
ぞ
(
二
・

五
一
オ
罫
線
部
)
、
き
ぬ
/
1
1
/
き
ぬ

p
l
(二
・
五
一
オ
罫
線
部
)
、

く
ほ
し
/
く
ぼ
し
(
二
・
六
一
ワ
罫
線
部
)
、
く
め
ち
の
は
し
/
く
め

ぢ
の
は
し
(
一
了
六
八
ウ
罫
線
部
)
、
く
ろ
き
あ
か
き
/
く
ろ
ぎ
あ
か

ぎ
(
一
了
六
二
オ
罫
線
部
)
、
こ
い
ま
ろ
ひ
/
こ
ひ
ま
ろ
び
(
三
・
一
一

オ
罫
線
部
)
、
こ
ち
た
み
/
こ
ち
だ
み
(
一
一
了
九
オ
罫
線
部
て
こ
つ
ま

か
き
/
こ
つ
ま
が
き
(
三
・
一
ニ
ワ
罫
線
部
)
、
こ
と
た
ま
/
こ
と
だ

ま
さ
了
一
四
ワ
罫
線
部
)
、
こ
と
/
¥
く
/
こ
と

P
¥く
(
三
・
一
四

オ
罫
線
部
)
て
、
こ
と
な
し
ひ
/
こ
と
な
し
び
(
宝
一
コ
一
了
一
一
オ
罫
線
部
)
て
、

さ
い
く
さ
/
さ
い
ぐ
さ
(
合
三
一
了
.
二
九
ウ
罫
線
部
)
て
、
さ
い
た
て
/
さ
い

だ
て
.
(
合
一
コ
一
了
二
九
ム
ワ
ワ
罫
線
部
)
て
、
さ
い
つ
こ
ろ
/
さ
い
つ
ご
ろ
(
つ
一
コ
了
二

九
ウ
罫
線
部
)
て
、
さ
か
に
く
き
/
さ
、
が
が
に
く
き
(
合
三
一
で
.
三
七
オ
上
段
部
)
て
、

さ
か
ほ
か
ひ
/
さ
か
ほ
が
ひ
(
合
三
一
で
.
三

O
オ
罫
線
部
)
て
、
さ
し
は
/
さ

し
ば
(
合
三
一
7.
三
一
ワ
罫
線
部
)
可
、
さ
な
か
ら
/
さ
な
、
が
が
ら
(
一
一
了
二
六
ウ

上
段
部
)
、
さ
や
け
り
/
さ
や
げ
り
さ
了
三
三
オ
罫
線
部
)
、
し
か
す

か
に
/
し
か
す
が
に
さ
了
四
五
オ
余
白
部
)
、
し
か
の
み
な
ら
す
/

し
か
の
み
な
ら
ず
さ
了
四
四
ウ
上
段
部
)
、
し
〉
く
し
ろ
/
し
〉
ぐ

し
ろ
さ
一
・
四
四
ウ
上
段
部
)
、
し
た
な
か
/
し
た
な
が
(
一
一
了
四
三
オ

上
段
部
)
、
し
と
け
な
き
/
し
ど
け
な
し
(
三
・
四
四
オ
罫
線
部
)
、
し

ひ
ら
/
し
び
ら
(
一
一
了
四
七
ウ
罫
線
部
)
、
し
る
し
の
す
き
/
し
る
し

の
す
ぎ
(
一
一
了
三
九
ウ
余
白
部
〉
、
す
さ
ふ
/
す
さ
ぶ
(
一
一
了
五
六
ワ
上

段
部
)
、
す
へ
ら
き
/
す
ペ
ら
ぎ
(
一
一
了
五
七
ワ
上
段
部
)
、
せ
ん
す
べ

し
ら
す
/
せ
ん
す
べ
し
ら
ず
(
四
・
二
オ
罫
線
部
)

‘".・.'.，.ー白・. 

さ
ら
に
、
各
見
出
し
を
語
種
(
和
語
・
漢
語
・
そ
の
他
)
で
分
類
す

る
と
、
全
一
四
二
九
例
中
、
和
語
が
一
三
九
五
例
、
漢
語
が
二
九
例
、

そ
の
他
が
五
例
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
種
で
、
自
筆
本
と
整
版
本
の

清
濁
の
相
違
を
比
較
す
る
と
、
異
同
は
以
下
の
よ
う
に
分
布
す
る
。

和
語
一
一
ニ
九
五
例
中
一
一
二
例

漢

語

二

九

例

中

O
例

そ

の

他

五

例

中

一

例

(

「

あ

り

な

れ

か

は

」

)

す
な
わ
ち
、
倭
訓
莱
で
は
、
和
語
の
清
濁
が
大
き
な
問
題
と
な
る
一

方
、
他
の
語
種
(
特
に
漢
語
)
に
関
し
て
は
、
一
例
の
変
更
も
見
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
士
清
の
見
識
を
示
す
大
き
な
指
標
と

な
ろ
う
。
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以
下
、
和
語
と
、
和
語
お
よ
び
朝
鮮
語
と
の
混
種
語
と
言
え
る
「
あ

り
な
れ
か
は
」
の
例
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
①
自
筆
本
(
濁
)
↓
整
版
本
(
滑
)
に
関
し
て
考
察
す
る
と
、



用
例
は
少
な
い
な
が
ら
も
「
古
代
語
の
用
例
に
準
拠
さ
せ
る
」
「
濁
音

の
連
続
を
廃
す
る
」
「
和
語
の
語
頭
に
あ
る
濁
音
は
清
音
に
直
す
」
と

い
う
点
を
指
摘
で
き
る
。

あ
ふ
ご
/
あ
ふ
こ
こ
・
二
四
オ
余
白
部
)

し
ど
だ
ち
/
し
と
だ
ち
(
三
・
四
七
オ
罫
線
部
)

ぞ
め
き
/
そ
め
き
(
四
・
六
ウ
罫
線
部
)

ぞ
り
/
そ
り
(
四
・
一
二
ウ
罫
線
部
)

「
あ
ふ
ご
」
は
、
中
世
ま
で
は
清
音
「
あ
ふ
こ
」
で
あ
っ
た
語
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
(
日
葡
辞
書
な
ど
参
照
)
。
「
し
ど
だ
ち
」
は
、
「
章

(
し
ど
)
+
断
つ
」
と
い
う
解
釈
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
整
版
本
で
は

後
者
の
連
濁
を
残
し
つ
つ
「
し
と
+
断
つ
」
と
変
化
さ
せ
て
い
る
定
三

]
O

一
方
、
②
自
筆
本
(
清
)
↓
整
版
本
(
濁
)
を
見
る
と
、
「
連
濁
の

生
じ
る
箇
所
を
濁
音
に
直
す
」
と
い
う
操
作
の
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

九
一
例
中
二
六
例
に
お
い
て
、
連
濁
に
よ
る
濁
音
化
が
生
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
士
清
は
語
釈
に
於
い
て

い
び
き
軒
を
い
ふ
息
引
の
義
也
(
自
筆
本
巻
一
・
五

O
オ
罫

線
部
)

の
よ
う
な
、
「
漢
字
分
解
」
型
の
語
源
説
を
示
す
こ
と
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
こ
の
形
に
分
解
し
て
考
え
た
時
、
後
項
と
さ
れ
る
語
の
語
頭
が

濁
音
に
変
化
し
て
い
る
例
も
含
め
る
と
、
四
五
例
に
及
ぶ
。
こ
れ
は
、

整
版
本
の
大
綱
で
「
新
濁
」
と
し
て
言
及
す
る
連
濁
現
象
に
つ
い
て
、

後
述
の
よ
う
に
本
居
宣
長
と
の
交
流
の
中
で
知
見
を
深
め
、
清
濁
判
定

の
大
き
な
材
料
と
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
孤
例
で
は
あ
る
が
整
版
本
で
「
か
の
に
げ
く
(
半
濁
)
さ
」

と
表
示
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
こ
の
「
く
(
半
濁
ご
は
、
鼻
濁
音
を
示

す
記
号
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
さ
い
ぐ
さ
」
の
よ
う
に
通
常
の
濁
音

表
記
を
す
る
も
の
も
あ
る
た
め
、
誤
植
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
あ
る
い
は
本
濁
「
げ
守
新
濁
「
ぐ
」
の
差
を
一
ホ
す
試
み
と

い
う
可
能
性
も
あ
り
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

「
せ
ん
す
べ
し
ら
す
/
せ
ん
す
べ
し
ら
ず
」
の
例
で
は
、
否
定
の
「
ず
」

を
濁
音
表
記
に
直
し
て
お
り
、
よ
り
清
濁
表
記
に
正
確
を
期
す
よ
う
に

な
っ
た
姿
勢
が
窺
え
る
。
そ
も
そ
も
、
整
版
本
・
自
筆
本
と
も
に
語
釈

で
は
、
「
非
ず
」
を
「
あ
ら
す
」
と
表
記
す
る
な
ど
、
濁
点
は
厳
密
に

付
さ
れ
て
は
い
な
い
。
翻
っ
て
、
少
な
く
と
も
見
出
し
語
に
関
し
て
は
、

清
濁
を
厳
密
に
書
き
分
け
る
態
度
を
取
り
、
濁
音
符
の
無
い
も
の
は
「
清

濁
不
明
」
で
は
な
く
、
清
音
と
し
て
読
ま
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え

る
の
で
は
な
い
か
。

全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
自
筆
木
(
清
)
↓
整
版
本
(
濁
)
の
量
が
四

倍
以
上
も
あ
り
、
自
筆
本
で
は
濁
音
の
判
定
が
推
敵
段
階
に
あ
っ
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
整
版
本
に
至
る
ま
で
に
個
々
の
例
を
よ
り

詳
し
く
考
察
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

特
に
、
「
く
れ

F
¥
/く
れ
/
¥
」
「
き
ぬ
/
1
1
/
き
ぬ
介
¥
」
の
よ

う
に
、
自
筆
本
か
ら
整
版
本
へ
と
編
纂
が
進
む
中
で
真
逆
に
位
置
す
る

判
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
何
ら
か
の
基
準
を
以
て
個
々
に
吟
味
を
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深
め
た
結
果
と
言
え
る
。

三
ー
二
自
筆
本
増
補
部
分
の
検
討

さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
筆
本
で
は
本
文
と
増
補
部
分
と
で

先
後
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
各
々
の
箇
所
で
濁
点
が
付
さ
れ
る
状

況
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
確
認
し
た
い
。

自
筆
本
に
は
、
「
あ
か
ほ
し
」
と
い
う
語
、
が
二
回
現
れ
る
。

あ
か
ほ
し
歌
に
よ
め
り
倭
名
抄
に
明
星
を
よ
め
り
(
巻
一

二
ニ
ウ
余
白
部
)

あ
か
ぼ
し
啓
明
を
い
ふ
神
楽
歌
に
も
よ
め
り
暁
の
明
星
也

(
巻
一
・
一
七
ウ
上
段
部
)

清
音
表
記
の
前
者
は
胡
粉
に
よ
り
抹
消
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ

れ
見
出
し
語
の
下
に
朱
筆
で
「
上
」
「
下
」
の
小
書
き
が
あ
る
。
結
果

と
し
て
は
、
後
者
の
濁
音
表
記
が
残
存
し
た
こ
と
に
な
り
、
整
版
本
で

も
濁
音
表
記
を
踏
襲
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
両
者
を
融
合
し
た
語
釈

が
ベ

l
ス
と
な
っ
て
い
る
。

あ
か
ぼ
し
啓
明
を
い
ふ
暁
の
明
星
也
神
楽
歌
に
も
よ
め
り
倭

名
紗
に
明
星
を
訓
す
即
ち
歳
星
也
(
巻
二
・
六
ウ
)

倭
名
抄
〔
注
四
]
の
記
載
は
「
阿
加
保
之
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
積
極

的
に
清
濁
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
士
清
は
、
自
筆
本
余
白
部
か
ら

上
段
部
へ
と
編
纂
を
進
め
る
中
で
、
何
ら
か
の
知
見
を
得
て
清
濁
を
改

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
い
さ
ら
み
つ
/
い
さ
ら
み
づ
」
(
巻
一

六
ウ
罫
線
部
)
の
例
で

は
、
「
水
」
を
表
す
仮
名
を
「
み
つ
」
か
ら
「
み
づ
」
へ
と
直
し
て
い

る
。
自
筆
本
で
は
、
「
み
づ
水
を
い
ふ
」
と
い
う
項
目
が
余
白
部
(
巻

六
・
二
三
ウ
)
に
立
項
さ
れ
て
お
り
、
「
い
」
部
の
罫
線
部
に
あ
る
「
い

さ
り
み
つ
」
が
成
立
し
た
後
に
、
「
み
」
部
余
白
部
に
「
み
づ
」
を
立

項
し
、
整
版
本
へ
と
続
く
流
れ
の
中
で
「
み
づ
は
元
来
濁
る
も
の
で
あ

り
、
い
さ
り
み
つ
の
つ
も
濁
る
べ
き
」
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ

AJノ
。

自
筆
本
上
段
部
に
見
ら
れ
る

さ
ぐ
る
探
を
よ
め
り
狭
彫
也
(
巻
三
・
二
六
ウ
)

の
例
で
は
、
「
ぐ
」
に
付
さ
れ
た
濁
点
が
墨
の
様
子
か
ら
後
に
付
さ
れ

た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
整
版
本
で
は
中
編
に
「
さ
ぐ
る
」
と
し
て
立

項
さ
れ
て
い
る
が
、
上
段
部
に
増
補
し
た
後
、
さ
ら
に
推
敵
を
加
え
て

濁
点
を
付
し
た
様
子
が
分
か
る
。

ま
た
、

円。
n，白

四

本
居
宣
長
の
影
響

こ
こ
で
、
士
清
が
編
纂
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
清
濁
に
関
す
る
知
見

を
深
め
た
原
因
を
、
本
居
宣
長
(
一
七
三

0
1
一
八

O
こ
と
の
交
流

に
求
め
る
こ
と
を
考
え
る
。

士
清
と
宣
長
は
書
簡
を
通
じ
て
交
流
を
深
め
、
倭
訓
莱
お
よ
び
古
事

記
伝
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
的
著
作
を
、
草
稿
段
階
か
ら
相
互
に
閲

読
し
合
っ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
互
主
。
し
か
し
、
士
清
は
草

稿
の
多
く
を
埋
納
し
た
と
さ
れ
、
宣
長
が
書
き
込
み
を
加
え
た
と
思
わ



れ
る
倭
訓
架
稿
本
は
現
在
知
ら
れ
て
い
な
い
。
書
簡
に
も
、
閲
読
内
容

の
具
体
的
な
記
述
は
多
く
な
い
こ
と
か
ら
、
宣
長
が
倭
訓
莱
の
草
稿
段

階
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
加
え
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
と
な
っ

て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
本
居
宣
長
は
、
国
語
の
清
濁
に
高
い
見
識
を
持
ち
、
そ
の

著
作
で
も
積
極
的
に
解
説
を
加
え
て
い
る
(
古
事
記
伝
を
含
め
た
一
部

の
著
作
は
刊
行
前
に
士
清
は
自
に
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
)
。

古
事
記
伝
の
中
で
は
、

此
の
記
ま
た
書
紀
万
葉
は
、
分
け
て
用
ひ
た
る
中
に
、
此
の
記

は
殊
に
正
し
け
れ
ば
、
厳
か
に
そ
の
清
濁
を
守
り
て
読
む
べ
し
。

一
つ
と
い
へ
ど
も
、
私
に
轍
く
変
へ
読
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
(
巻

了
二
頁
)

な
ど
と
述
べ
、
古
事
記
の
清
濁
が
厳
密
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
或

い
は
玉
勝
間
の
中
で
は
、

さ
て
そ
の
す
み
に
ご
り
、
今
の
世
に
い
ふ
と
は
、
こ
と
な
る
も

多
き
を
、
人
皆
、
通
は
し
書
た
り
と
思
ひ
、
あ
る
は
混
ひ
た
る

也
と
恩
ひ
、
あ
る
は
濁
る
音
に
は
、
清
音
の
字
を
も
書
る
例
也
、

な
ど
恩
ひ
を
る
は
、
く
は
し
か
ら
ざ
る
こ
と
也
、
さ
ら
に
さ
る

事
に
は
あ
ら
ず
、
古
へ
と
今
と
、
い
ふ
言
の
清
濁
の
か
は
れ
る

也
(
巻
四
・
一
四
三
頁
)

と
述
べ
る
な
ど
、
和
語
の
清
濁
に
関
し
て
は
強
い
意
識
を
持
ち
、
世
の

過
ち
を
正
し
た
い
と
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
態

度
の
宣
長
と
学
問
的
交
流
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
士
清
は
清
濁
に
つ

い
て
も
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

倭
訓
莱
の
内
容
に
関
し
て
交
わ
し
た
書
簡
の
中
で
は
、
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
見
ら
れ
る
(
明
和
八
年
某
月
某
目
、
士
清
か
ら
宣
長
へ
の
書

簡)。

イ
ブ
カ
シ
ノ
事
サ
モ
ア
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
。
当
時
ニ
テ
ハ
イ
ブ
カ
シ
、

オ
ホ
¥
シ
ナ
ド
、
フ
、
ホ
ヲ
清
テ
ハ
通
ジ
難
ク
覚
ユ
。
コ
ハ
伊

ノ
部
於
ノ
部
ニ
テ
説
ヲ
立
ベ
ク
コ
ソ
。
(
「
本
居
宣
長
全
集
」
別

巻
三
、
三
九
八
頁
)

こ
れ
は
、
「
い
ぶ
か
し
」
「
お
ほ
与
し
」
と
い
う
語
に
関
す
る
項
目
に

つ
い
て
、
宣
長
が
意
見
し
た
も
の
へ
の
返
答
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
い
ぶ

か
し
、
お
ほ
与
し
に
関
わ
る
項
目
を
以
下
に
示
す
。

い
ぶ
り
神
代
紀
に
安
忍
字
を
よ
め
り
心
つ
よ
く
な
さ
け
な
き

を
い
ふ
俗
に
す
ね
た
る
気
象
あ
る
人
を
い
ぶ
り
と
い
ふ
も
意
通

へ
り

O
高
葉
集
に
欝
恒
を
い
ぶ
か
し
と
も
い
ぶ
せ
し
と
も
よ
め

り
俗
に
蚊
遣
火
を
か
い
ぶ
し
と
い
ひ
薪
の
ふ
す
ほ
り
て
も
え
ぬ

を
い
ぶ
る
と
い
ふ
(
自
筆
本
巻
一
・
四
九
オ
)

い
ぶ
か
る
語
字
を
よ
め
り
い
ふ
か
し
と
義
通
ふ
な
る
へ
し

〈
自
筆
本
巻
一
・
四
九
オ
)

-24-

い
ぶ
り
(
整
版
本
)
神
代
紀
に
安
忍
字
を
よ
め
り
心
づ
よ
く

な
さ
け
な
き
を
い
ふ
慶
韻
に
忍
安
不
仁
田
忍
と
見
ゆ
俗
に
す
ね

た
る
気
象
の
人
を
い
ふ
も
意
通
へ
り
い
な
ぶ
り
の
義
成
へ
し

い
ぶ
か
し
〈
整
版
本
)
寓
葉
集
に
欝
惜
を
よ
め
り
今
人
不
審



を
よ
め
り
蚊
遣
火
を
か
い
ぶ
し
と
い
ひ
薪
の
ふ
す
ほ
り
て
も
え

ぬ
を
い
ぶ
る
と
い
へ
り
い
ぶ
は
気
吹
の
義
か
し
は
希
ふ
辞
也

お
ぼ
つ
か
な
し

高
葉
に
欝
惜
を
よ
め
り
(
自
筆
本
巻
七
・
五

五
ウ
)

お
ほ
〉
し
上
に
同
し
(
同
)

※
整
版
本
に
は
対
応
す
る
語
、
が
な
い
。

士
清
と
宣
長
が
著
作
を
相
互
に
添
削
し
合
う
状
況
下
、
多
く
は
稿
本

に
直
接
疑
義
を
書
き
込
ん
だ
と
見
え
て
、
宣
長
か
ら
の
書
簡
に
も
具
体

的
な
指
摘
は
見
ら
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
い
、
ふ
か
し
」
「
お
ほ
〉
し
」

の
清
濁
に
関
す
る
指
摘
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
筆
本
「
い
ぶ
り
」

の
語
釈
中
に
見
ら
れ
る
「
い
ぶ
か
し
」
は
濁
音
を
含
む
が
、
「
い
ぶ
か

る
」
の
項
目
で
は
「
い
ふ
か
し
」
の
表
記
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
つ

い
て
指
摘
を
受
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
整
版
本
で
は
当
該
箇
所
は

無
く
な
っ
て
い
る
。

「
お
ほ
〉
し
」
に
つ
い
て
は
、
万
葉
集
(
二
四
四
九
・
三
八
九
九
)

に
「
於
保
々
思
久
・
於
煩
保
之
久
」
な
ど
の
表
記
、
か
見
ら
れ
、
現
行
の

・
辞
書
で
も
「
お
ほ
ほ
し
」
「
お
ぼ
ほ
し
」
を
共
に
掲
げ
て
い
る
(
「
小
学

館
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
」
、
「
古
語
大
鑑
」
な
ど
)
。
士
清
の
返
信
か

ら
す
る
と
、
「
お
ぼ
ほ
し
」
と
し
て
立
項
す
べ
き
と
い
う
宣
長
の
指
摘

が
あ
っ
た
の
で
は
無
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
項
目
も
最
終
的
に

整
版
本
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
清
濁
に
神
経
質
な
宣
長
か
ら
細
か

く
指
摘
を
受
け
る
こ
と
で
、
士
清
が
個
々
の
清
濁
に
再
考
を
加
え
て
い

た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
清
濁
の
問
題
に
拘
わ
ら
な
い
が
、
宣
長
か
ら
出
さ
れ
た

疑
問
・
訂
正
を
全
て
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。

次
に
枕
詞
で
あ
る
「
あ
し
ひ
き
の
」
の
例
に
つ
い
て
示
す
。
「
あ
し

ひ
き
の
」
は
、
倭
訓
架
で
は
自
筆
本
・
整
版
本
と
も
に
「
あ
し
び
き
」

の
項
目
で
立
項
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
は
、
こ
の
言
葉
を
玉
勝
間
で
敢
え

て
取
り
上
げ
て
、

古
へ
と
今
と
、
い
ふ
言
の
清
濁
の
か
は
れ
る
也
、
然
い
ふ
故
は
、

た
と
へ
ば
山
の
枕
詞
の
あ
し
ひ
き
の
ご
と
き
、
今
は
な
べ
て
ひ

も
じ
を
濁
り
て
よ
み
な
ら
へ
れ
ど
も
、
此
仮
字
、
古
事
記
に
も

書
紀
に
も
い
で
、
万
葉
に
は
こ
と
に
多
く
見
え
た
る
、
み
な
清

音
の
か
な
を
の
み
用
ひ
て
、
濁
音
を
用
ひ
た
る
こ
と
な
し
、
一

つ
二
つ
に
て
は
、
な
ほ
混
ひ
つ
る
か
の
疑
ひ
も
あ
ら
む
を
、
い

と
あ
ま
た
見
え
た
る
、
皆
閉
じ
き
を
も
て
、
い
に
し
へ
は
清
つ

る
こ
と
を
し
る
べ
し
、

と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、
倭
訓
架
の
稿
本
を
見
た
段
階
で
は
、
何

か
し
ら
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
局
の
と
こ
ろ
整
版
本
で
は
「
あ
し
び
き
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

士
清
の
こ
だ
わ
り
が
見
て
取
れ
る
。

た
だ
し
、
宣
長
も
述
べ
る
と
お
り
、
上
代
に
お
い
て
は
「
あ
し
ひ
き

の
」
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
あ
し
び
き
の
」
の
例
が
現
れ

る
の
は
平
安
以
降
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
(
「
改
訂
版
枕
調
辞
典
」
(
問

. ・・叫一
' ー・ .， 、ー『 否
島、~.‘
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成
社
、
二

O

一O
)
な
ど
)
。
こ
の
点
は
、
倭
訓
莱
の
編
纂
方
針
に
つ
い

て
、
国
目
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
総
論
や
大
綱
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
特
に
、
倭
訓
莱
前
編
は
、
古
語
雅
語
を
中
心
と
し
て
い
る

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
枕
詞
に
関
す
る
清
濁
の
態
度
は
不
審
で
あ
る

[
注
六
]
0

五

ま
と
め

従
来
、
倭
訓
莱
は
、
近
代
的
国
語
辞
書
の
先
駆
け
と
し
て
、
そ
の
具

体
的
な
価
値
を
検
証
し
な
い
ま
ま
に
評
価
が
一
人
歩
き
し
て
き
た
嫌
い

が
あ
る
。
筆
者
は
、
国
語
辞
書
史
上
に
お
け
る
倭
訓
莱
の
再
評
価
を
図

る
べ
く
、
基
礎
的
な
デ
ー
タ
の
拡
充
を
重
視
し
て
き
た
。

今
回
、
倭
訓
莱
の
清
濁
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
再
評
価
の
た
め
の
一

つ
の
糸
口
が
見
え
た
よ
う
に
感
、
ぜ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
項
目

に
細
か
く
検
証
を
重
ね
る
士
清
の
才
覚
を
確
認
で
き
た
そ
の
一
方
で
、

国
語
辞
書
の
要
と
も
言
う
べ
き
凡
例
(
大
綱
)
と
の
事
離
が
あ
る
な
ど
、

清
濁
判
定
で
は
自
説
に
固
執
す
る
姿
も
見
ら
れ
た
。

倭
訓
葉
編
纂
に
大
き
な
転
機
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
本
居

宣
長
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
は
、
二

O
歳
ほ
ど
若
い
気

鋭
の
学
者
で
あ
る
宣
長
か
ら
、
挑
戦
状
と
も
取
れ
る
書
簡
を
士
清
が
受

け
取
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
在
七
]
。
士
清
は
、
年
齢
差
に
も
拘
わ
ら

ず
、
真
撃
か
つ
謙
虚
な
態
度
で
宣
長
を
受
け
入
れ
て
い
た
を
と
。
そ

の
一
方
で
、
士
清
は
、
従
前
に
身
に
付
け
た
伝
統
的
国
学
の
立
場
か
ら

脱
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
音
韻
論
や
文
法
論
で
画
期
的
な
成
果
を
残
し

た
宣
長
の
主
張
を
、
倭
訓
架
の
中
で
完
全
に
反
映
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
冨
九
]
。
大
著
・
日
本
書
紀
通
証
を
完
成
さ
せ
た
士
清
に
と
っ
て
、

倭
訓
莱
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
材
料
を
基
盤
と
し
た
研
究
の
集
大
成
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
語
釈
や
体
裁
の
中
に
近
代
国
語
辞
書
に
繋
が

る
成
果
を
残
し
て
は
い
る
も
の
の
、
総
じ
て
倭
訓
架
は
、
伝
統
的
国
学

の
立
場
に
基
づ
く
前
近
代
的
な
国
語
辞
書
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
出
来

る
の
で
は
な
い
か
。

明
治
以
降
の
研
究
で
は
、
倭
訓
莱
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
と
か
く

近
代
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
に
こ
そ
倭
訓
莱
の

価
値
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
は
不
確
か
な
も
の
を
含
ま
ざ
る

を
得
な
い
。
今
、
国
語
辞
書
史
上
に
確
か
な
足
跡
を
残
し
た
倭
訓
莱
に

つ
い
て
、
近
代
性
に
囚
わ
れ
ず
そ
の
価
値
を
再
点
検
す
べ
き
段
階
に
あ

る
と
言
え
よ
う
。

官
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
倭
訓
葉
は
自
筆
本
と
整
版
本
と
で
大
き
く

様
子
が
異
な
る
。
自
筆
本
は
、
規
模
も
体
裁
も
整
っ
て
お
ら
ず
、
後
世

の
規
範
と
な
る
に
足
る
著
作
と
は
言
え
な
い
。
一
方
整
版
本
は
、
①
収

録
語
葉
数
が
多
く
、
ジ
ャ
ン
ル
も
多
岐
に
わ
た
る
(
二
万
語
程
度
)
、

②
凡
例
や
編
纂
方
針
を
明
示
し
体
系
立
っ
た
排
列
を
し
て
い
る
、
③
語

釈
が
実
証
的
で
あ
り
妥
当
な
も
の
が
多
い
、
と
い
っ
た
点
か
ら
、
比
較

的
高
い
評
価
を
得
て
き
た
(
平
井
二

O
一
O
)
。
し
か
し
、
今
回
の
調

査
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
清
濁
判
定
に
つ
い
て
、
士
清
自
ら
示

し
た
編
纂
方
針
に
従
つ
て
な
い
場
合
が
あ
る
。

円

h
u。ι



士
清
は
、
国
語
の
清
濁
が
時
代
を
経
て
変
化
し
て
き
た
こ
と
は
知
っ

て
い
た
。
倭
訓
莱
が
上
代
語
の
辞
書
で
あ
れ
ば
、
上
代
資
料
に
範
を
取

り
、
逐
一
清
濁
を
決
定
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
総
論

や
凡
例
に
明
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
倭
訓
架
に
は
、
上

代
以
降
近
世
に
至
る
ま
で
の
多
種
多
様
な
語
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
時

代
に
よ
っ
て
清
濁
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
語
も
多
い
。
す
な
わ
ち
、

倭
訓
莱
に
載
せ
ら
れ
た
語
の
位
相
を
士
清
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

の
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
語

の
位
相
は
語
釈
や
所
引
資
料
と
の
関
連
を
精
査
し
て
推
定
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
士
清
が
倭
訓
莱
の
編
纂
を
進
め
た
際
に
拠
り

所
と
し
た
真
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
、
現
状
で
倭
訓
架
の
意
義
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
全
て

の
点
で
本
文
の
内
容
と
編
纂
方
針
と
が
合
致
は
し
な
い
も
の
の
、
独
自

の
規
範
で
大
規
模
な
辞
書
の
統
一
的
な
編
纂
を
模
索
し
た
そ
の
態
度
こ

そ
が
、
近
世
後
期
以
降
の
国
語
辞
書
編
纂
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も

の
で
あ
る
と
の
見
通
し
が
立
つ
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
士
清
が
大
規
模

な
国
語
辞
書
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
自
筆
本
か
ら
整
版
本

へ
の
流
れ
に
求
め
つ
つ
、
編
纂
方
針
と
本
文
と
の
事
離
を
確
認
し
、
「
雅

言
集
覧
」
を
始
め
と
す
る
後
続
の
国
語
辞
書
に
与
え
た
影
響
を
総
点
検

す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

[
注
ニ
自
筆
本
と
整
版
本
の
聞
に
位
置
す
る
資
料
と
さ
れ
る
滑
逸
本
倭
訓
葉
に

関
し
て
は
、
写
本
に
お
け
る
濁
点
の
有
無
と
い
う
繊
細
な
問
題
を
卒
ん
で
い
る
い

る
も
の
の
、
い
ず
れ
調
査
・
比
較
を
行
い
論
の
補
強
を
し
た
い
。
併
せ
て
三
津
龍

生
氏
の
一
連
の
研
究
の
成
果
に
も
注
目
し
た
い
。

[
注
二
]
自
筆
本
に
は
重
複
見
出
し
が
あ
り
、
整
版
本
と
の
比
較
で
も
重
複
し
て

計
測
し
た
。
ま
た
、
倭
訓
葉
で
は
、
あ
行
の
「
お
」
と
わ
行
の
「
を
」
が
入
れ
替

わ
っ
た
排
列
を
採
用
し
て
い
る
。

[
注
三
〕
「
よ
」
部
に
「
よ
み
ぢ
が
へ
り
(
闇
路
還
ご
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
成

立
の
下
る
後
編
で
は
あ
る
が
、
「
よ
み
が
へ
る
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、

士
清
存
命
中
に
濁
音
の
連
続
を
嫌
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

[
注
四
]
士
清
が
参
照
し
た
倭
名
抄
は
、
典
拠
の
所
在
を
示
し
た
注
記
か
ら
寛
文

一
一
年
版
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

[
注
五
]
明
和
二
(
一
七
六
五
)
年
八
月
に
初
め
て
宣
長
か
ら
の
書
簡
が
届
き
、

そ
れ
以
降
二
人
は
交
流
を
持
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
る
。
当
初
、
宣
長
は
士
清
の

著
作
を
論
難
す
る
立
場
か
ら
「
僕
雄
宋
興
見
其
書
而
其
為
解
也
誤
可
知
己
」
と
い

っ
た
手
厳
し
い
書
簡
を
送
っ
て
い
る
(
「
本
居
宣
長
全
集
」
一
七
、
三
七
頁
)
。
そ

れ
に
つ
い
て
尾
崎
(
一
九
八
四
)
で
は
、
「
和
語
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
、
漢
字

を
主
と
し
そ
の
和
訓
に
拠
っ
て
説
こ
う
と
す
る
中
世
以
降
の
伝
統
的
な
方
法
に
対

し
、
そ
の
誤
り
を
鋭
く
指
摘
し
た
。
若
き
宣
長
の
畑
眼
は
流
石
で
あ
る
。
士
清
は

必
ず
し
も
そ
の
説
に
納
得
し
な
か
っ
た
が
、
温
厚
、
寛
量
で
、
包
容
力
に
富
む
彼

は
、
徐
々
に
国
学
の
実
証
的
自
立
的
態
度
を
摂
取
し
、
自
ら
の
学
聞
を
向
上
さ
せ
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た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
『
莱
』
の
内
容
を
み
れ
ば
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と

し
て
い
る
。
士
清
は
、
日
本
書
紀
通
証
を
著
し
た
段
階
で
実
証
的
態
度
を
示
し
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
具
体
性
を
欠
く
評
価
で
は
あ
る
が
、
倭
訓
葉
成
立
に
際
し
て

宣
長
の
果
た
し
た
意
義
が
大
き
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。



〔
注
六
]
自
筆
本
の
段
階
で
は
前
編
中
編
後
編
な
ど
へ
の
分
割
は
考
え
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈
三
津
ニ

O
O六)。

[
注
七
]
本
稿
七
頁
注
を
参
照
。

[
注
八
〕
士
清
か
ら
宣
長
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
は
、
倭
訓
葉
へ
の
添
削
の
返
答

と
し
て
、
「
ン
ノ
音
ノ
コ
ト
、
御
考
説
精
き
事
ニ
候
ま
』
書
加
へ
候
」
「
立
之
ノ
高

論
敬
服
、
大
キ
ナ
粗
忽
也
」
な
ど
と
し
て
、
自
ら
の
足
ら
な
い
面
を
素
直
に
認
め

て
室
長
の
説
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
す
箇
所
、
が
あ
る
一
方
、
「
対
馬
洲
ノ
コ
ト

会
得
イ
タ
サ
ス
」
「
難
波
津
ノ
歌
ハ
後
人
ノ
ヨ
メ
ル
ト
ノ
義
、
御
説
御
尤
に
被
存

候
。
さ
れ
ど
こ
L

は
小
注
の
通
り
ニ
い
た
し
、
ワ
ニ
ノ
条
下
ニ
其
事
ハ
述
申
た
く

候
」
な
ど
と
し
て
、
敬
意
を
表
し
つ
つ
も
、
自
説
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
こ
と
が
分
か
る
(
「
本
居
宣
長
全
集
」
別
巻
三
、
三
九
九
頁
)
。

[
注
九
]
「
お
」
「
を
」
の
所
属
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

〈
参
考
文
献
〉

大
久
保
正
・
大
野
晋
篇
「
本
居
宣
長
全
集
」
〈
筑
摩
書
房
)

尾
崎
知
光
「
和
訓
葉
大
綱
」
(
勉
誠
社
文
庫
士
二
、
一
九
八
四
)

肥
爪
周
二
「
古
典
語
の
連
濁
」
(
『
古
典
語
研
究
の
焦
点
』
、
武
蔵
野
書
院
、
ニ

O

一O)
平
井
吾
門
「
『
倭
訓
葉
』
研
究
の
課
題
と
展
望
」
(
日
本
語
学
論
集
六
、
二

O
一
O
)

平
井
吾
門
「
谷
川
士
清
自
筆
本
倭
訓
莱
の
掲
出
語
の
排
列
に
つ
い
て
」
(
日
本
語

学
論
集
七
、
ニ

O
一
一
)

平
井
吾
門
『
自
筆
本
『
倭
訓
莱
』
増
補
の
展
開
に
つ
い
て
」
(
日
本
語
学
論
集
八
、

ニ
O
一
ニ

a)

倭
訓
葉
研
究
の
立
場
か
ら
」
(
訓
点
語
と

平
井
吾
門
「
自
筆
本
鋸
唐
詩
の
意
義

訓
点
資
料
一
二
八
、
二

O
一
二

b
)

三
津
龍
生
「
谷
川
士
清
自
筆
本
『
和
訓
莱
』
に
つ
い
て
」
(
和
洋
園
文
研
究
四
一
、

ニ
O
O六

三
津
龍
生
「
谷
川
士
清
自
筆
本
倭
訓
架
影
印
・
研
究
・
索
引
」
(
勉
誠
出
版
、
ニ

0
0八
)

〈
参
照
資
料
〉

倭
訓
莱
前
編
・
・
・
架
蔵
本

倭
名
抄
:
・
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本
寛
文
一
一
年
版
本

鋸
屑
諒
・
・
・
静
嘉
堂
文
庫
蔵
谷
川
士
清
自
筆
本

読
大
日
本
史
私
記
・
:
国
会
図
書
館
蔵
本
(
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
化
資
料
)

。。つム

濁
語
考
・
・
・
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵
本

[
本
稿
は
、
第
一

O
七
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
会
(
二

O
一
二
年
一

O
月
二
一

日
於
・
東
京
大
学
山
上
会
館
)
の
発
表
原
稿
の
一
部
に
加
筆
訂
正
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。
]

ひ
ら
い

あ
も
ん

大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科

博
士
課
程
五
年
)


