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立た

明
人
倹
縫
高
の
撲
に
成
る
会
祈
兵
制
考
の
附
録
に
「
日
本
風
土
記
」
と
税
す
る
五
巻
の
書
の
あ
る
こ
と
、

反
び
そ
れ
に
多
少
の
改
刻
字
}
施
し
、

書
名
も
「
日
本
考
」
と
改
め
、
し
か
も
李
言
恭
、
湖
水
二
氏
の
「
考
梓
」
と
し
て
草
行
再
版
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は
、
阪
に
私
自
身
も

①
 

蓄
積
に
解
題
し
た
こ
と
も
あ
り
、
叉
そ
の
後
海
塗
三
男
氏
に
よ
っ
て
「
日
本
考
」
の
本
文
が
活
字
に
移
さ
れ
た
際
、
・
詳
拾
の
附
さ
れ
た
こ
と
で

こ
こ
に
は
更
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
本
書
の
中
で
も
、
特
に
各
五
に
載
せ
ら
れ
た
「
山
歌
」
と
題
す
お

⑤
 

及
び
そ
れ
に
つ
づ
く
喫
「
軸
問
、
廻
文
詞
は
、
従
来
も
比
較
的
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
消
州

も
あ
る
の
で
、

十
二
首
の
俗
謡
、

は
必
ず
し
も
巌
密
で
あ
っ
た
と
一
千
つ
こ
と
は
出
来
ず
、
多
く
の
問
題
黙
が
残
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。
私
は
木
稿
で
こ
れ
を
再
び
、

同
諸
史
の

資
料
と
し
て
の
正
し
い
位
置
に
抱
え
る
と
云
う
目
的
の
も
と
に
、
讃
み
直
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

バ

μ

:政

「
山
歌
」
の
意
味
は
、
僻
源
に
「
桟
人
所
歌
、

呉
人
多
能
之
、
即
古
所
謂
水
調
也
、
宋
壬
元
之
集
有
唱
山
歌
詩
、

マ
~
湘
山
野
総
故
伐
式
市
北

郷
見
父
老
、
掲
呉
喉
唱
山
歌
、
側
輩
見
倹
底
数
喜
云
一
去
、

是
山
歌
賞
起
於
五
代
尖
」
と
云
う
説
明
の
あ
る
の
に
擦
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

但
し
こ
の
場
合
の
「
山
」

カミ

は
た
し
て
も
と
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

新
村
博
士
は
琵
琶
行
の
・
「
山

円
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歌
」
を
引
い
て
、
恐
ら
く
「
都
歌
」
の
怠
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
内
答
か
ら
見
て
日
本
風
土
記
の
も
の
も
、
俗
謡
、
殊
に
恐
ら
く
中
岡
江

新
地
方
の
沿
岸
を
あ
ら
し
ま
わ
っ
た
と
云
わ
れ
る
、
倭
冠
八
幡
船
の
傍
人
な
ど
が
口
ず
さ
ん
だ
舟
唄
の
類
ら
し
い
こ
と
に
は
間
遠
い
な
さ
そ
う

で
あ
る
。

日
春
清
水
寺

和
厳
後
而
密
也
寄
来
揺
密
僻
鍛
務
外
密
鮮
市
挨
路
路
厄
乃
路
革
今
谷
多
擬

(
お
日
春
都
、
清
水
寺
は
、
水
流
る
る
に
、

鳴
る
か
い
琴
に
)

原
本
文
に
は
「
耕
音
」
「
切
意
」
と
し
て
詩
綿
、
大
意
&
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
煩
を
避
け
る
た
め
、
す
べ
て
省
略
し
た
。
以
下
阿
じ
。

一
々
の
文
字
の
よ
み
方
に
関
し
て
は
、
従
来
の
諸
家
に
お
い
て
ま
ず
異
説
は
な
い
と
一
去
っ
て
よ
い
が
、

そ
の
歌
賞
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は

云
え
な
い
、
「
和
服
(
日
)
」
は
巻
四
の
語
義
の
目
頭
、
天
文
の
部
に
も
「
月
紫
試
」
と
相
針
し
て
掲
げ
、

し
か
も
そ
こ
で
は
仰
名
「
お
ひ
」
を
添
え

て
い
る
の
で
、
そ
の
様
に
よ
む
べ
き
語
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
な
い
が
、

「
お
ひ
さ
ま
」
な
ら
ば
と
も
か
く
、

こ
の
形
は
ど
う
も
異
絞
な

感
じ
で
あ
る
。
ま
し
て
つ
ぎ
に
「
春
都
」
と
つ
づ
い
て
一
句
を
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
盆
主
熟
さ
な
い
、
如
何
に
も
外
つ
閑
人
の
日
本
語
と

云
う
ほ
か
は
な
い
。
な
お
こ
の
様
な
種
類
の
語
に
接
頭
僻
「
お
」
を
冠
す
る
こ
と
は
、
現
代
語
な
ら
ば
む
し
ろ
日
常
茶
飯
の
こ
と
に
属
す
る
け

れ
ど
も
、
中
世
末
期
頃
に
お
い
て
は
、
特
に
女
房
詞
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
る
言
葉
遣
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
す
れ
ば
、

こ
の

歌
は
、
荒
く
れ
の
舟
人
の
口
を
つ
い
て
出
た
も
の
と
し
て
は
不
似
合
の
絞
に
見
え
る
女
性
的
な
格
調
を
持
つ
も
の
と
一
エ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
、
貨
は
、

だ
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
、
逆
に
倭
冠
の
舟
唄
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は

次
下
の
も
の
に
つ
い
て
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
賞
状
載
さ
れ
た
山
歌
の
中
り
て
の
大
部
分
は
女
性
の
立
場
で
よ
ま
れ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
の

で
あ
る
。

「
清
水
寺
は
水
流
る
る
に
」
は
、

想
像
す
る
に
、

恐
ら
く
一
音
羽
の
濡
の
水
の
落
ち
流
れ
あ
風
景
を
よ
ん
だ
も
の
と
忠
わ
れ
る
が
、
求

句
の
「
乃
路
革
今
谷
多
擬
」
は
い
さ
さ
か
解
し
難
い
。
切
意
に
よ
れ
ば
、

「
水
流
消
附
似
一
禄
雄
一
」

と
あ
り
、

り
て
の
水
の
流
れ
る
す
が
球
の
現
に



似
て
い
る
と
の
意
ら
し
い
が
、

し
か
し

「
鳴
る
か
い
琴
に

(
似
?
と

を
そ
の
様
な
詩
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る

U

れ
し
一
字

一
宇
は
、
ま
ず
ナ

Y
カ
イ
コ
ト
ュ
と
讃
む
以
外
に
遁
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
擬
」
を
一
一
の
一
音
節
を
表
わ
す
伐
に
用
い
た
の
は
、

一
よ
わ
ば
去
一
首

表
意
乗
用
で
あ
り
、

こ
の
様
な
用
い
方
は
、
特
に
本
書
に
お
い
て
著
し
い
。

若
し
「
鳴
る
か
い
」
と
よ
み
、
「
い
」
を
現
代
詩
に
お
け
る
と
同
じ
終
助
詞
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
様
な
も
の
の
最
も
十
け
い
例
の
一
っ
と

。

な
る
筈
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
一
般
の
例
と
し
て
は
、
少
く
と
も
京
都
の
言
語
で
は
や
は
り
「
か
や
」
の
形
で
あ
り
、
官
ド
リ
ノ
ゲ
ス
の
大
文
典
な

。

ど
に
も
こ
れ
の
み
を
あ
げ
て
い
る
。
江
戸
初
期
に
入
る
と
、
上
方
で
は
そ
れ
が
「
か
え
」
の
形
で
も
現
れ
る
様
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
、
「
か

。

。

い
」
は
ま
ず
そ
れ
だ
け
で
は
用
い
ら
れ
ず
、
原
則
と
し
て
「
か
い
の
」
或
は
「
か
い
な
」
の
様
に
「
の
、
な
」
を
件
っ
て
現
れ
る
の
が
普
通
で

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
こ
こ
に
も
疑
問
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夫
蹄
妻
按

一
多
潟
那
禿
那
耶
和
一
多
潟
那
禿
那
耶
他
質
里
油
米
各
打
推
(
糠
一
Z

日
「
格
」
)
屋
納
付
川
一
向
車
弾
可
尼

お
い
と
し
の
殿
や
、
賜
ま
れ
弓
肩
よ
、
靭
頂
か
う
に
)

(
い
と
ほ
し
の
殿
や
、

「
一
多
潟
」
は
「
い
と
ほ
し
」

「
い
と
し
」
雨
様
に
よ
み
得
る
字
面
で
あ
り
、

や
は
り
蛍
時
の
俗
謡
を
あ
つ
め
た
問
吟
集
な
ど
に
も
、
例
え

ば
方ヨ.

ぃ、波
と、文
レ庫
つ、一~

も八.
な王
し、 σコ
も
江〉

い
と
ほ
し
い
と
も
云
へ
ど
の
う
、

ぁ
、
笑
止
欲
し
ゃ
宜
や
、

さ
ら
ば
和
御
寮
ち
と
い
と
ほ
し
い
よ
の
う

の
様
に
、
同
じ
歌
の
中
に
双
方
の
形
が
併
出
し
て
い
る
例
さ
え
見
え
る
。
但
し
目
前
俳
書
は
「
い
と
ほ
し
」
に
蛍
る
べ
き
ロ
P
K
G

と
一
広
う
長
一
背

形
の
み
を
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
様
な
場
合
の
長
一
音
は
、
多
分
に
強
調
的
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
な
お
本
資
料
に
お
け
る
長
一
背
の
表
わ
し
方
は
、

必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
場
合
の
様
に
特
に
長
音
を
表
わ
す
べ
き
手
段
を
採
ら
な
い
こ
と
も
屡
主
で
あ
る
。

「
い
と
ほ
し
」

は
、
鋼
管
音
で
「
心
肝
」
と
註
し
て
い
る
厳
に
、

こ
こ
で
は
男
女
聞
の
愛
情
の
最
高
潮
に
透
し
た
際
に
後
せ
ら
れ
る
、
械
め
て
感
動
的
な
気
持
を

日

本

風

土

記

山

歌

許

僻

(

償

問

)
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表
現
す
る
語
と
児
て
よ
い

(
恰
も
古
代
語
に
お
け
る
「
か
な
し
」
に
常
る
)
。
但
し
白
剤
僻
脅
で
は
同
忠
弘
」
と
は
別
に
押
印

E
Kご
の
請
を
も
掲

げ
、
し
か
も
双
方
会
く
同
じ
諜
を
施
し
て
い
る
百
品
一
宮
¥
4
5
0
?己
8
3
5
2
3
4
Z
E
-
-
)。
こ
の
爾
語
の
語
形
及
び
意
味
の
溌
選
に
関
し
て
は

相
蛍
複
雑
な
経
緯
が
あ
る
様
で
あ
る
が
、

「
他
寅
里
」
は
「
止
ま
れ
」
と
解
す
る
人
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
他
寅
」
の
文
字
は
各
四
の
一
礼
良
県
で
も
タ
?

や
は
り
「
賜
ま
(
う
)
れ
」
も
し
く
は
「
賜
ば
れ
」
と
よ
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
県
爆
に
崩
す
る
文
字
は
、

こ
こ
で
は
詳
泊
す
る
い
と
ま
を
持
た
な
い
。

〈
「
王
」
な
ど
〉

の
土
日
を
炎
わ
す

の
に
用
い
ら
れ
て
居
り
、

例
え
ば
「
多
、

都
、
何
、
我
、

和
、
準
」

な
ど
、

い
ず
れ
も
、

む
し
ろ
閲
語
の
ォ
段
音
節
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の

「
他
」
は
例
外
的
に
ァ
段
の
一
音
節
で
あ
る
タ
を
寓
す
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

「
賜
う
れ
」
「
賜
ば
れ
」
は
云
う
ま
で
も
な
く
「
賜
う
る
」

(
現
代
英
語
で
も
多
く
〔
ぺ

ω
〕、

北
京
官
話
で
も
川
様
。
〉

「
賜
ば
る
」

の
形
に
ま
で
湖
る
こ
と
が

@
 

い
ず
れ
も
現
代
詩
な
ら
ば
「
下
さ
い
」
に
常
る
云
い
方
で
あ
る
。

の
命
令
形
で
、
前
者
は
更
に
「
賜
は
る
し

出
来
る
。
命
令
形
に
限
っ
て
更
に
タ
モ
レ
と
一
云
う
一
知
音
形
も
生
じ
た
。

「
一
躍
殉
可
尼
」
は
「
頂
か
う
に
」
と
よ
み
、

や
は
り
ォ
段
関
長
一
耳
目
を
「
可
」

一
字
で
表
わ
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
場

会
濁
一
音
節
「
グ
」
を
「
樺
」
で
表
わ
し
て
い
る
が
、

り
て
の
前
の
一
音
節
タ
に
鼻
一
音
の
文
字
で
あ
る
「
草
」
を
用
い
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は

な
い
筈
で
あ
る
。

一
首
の
意
、

表
面
的
に
は
諸
家
の
解
さ
れ
る
様
に
、
狩
猟
、
或
は
戦
場
か
ら
帰
っ
た
宍
を
迎
え
た
妻
が
、

丁
度
現
代
の
サ
ラ
リ
ノ
!
?
ン
の
'
明

さ
ん
が
玄
関
で
宍
か
ら
カ
バ
ン
や
帽
子
を
受
取
る
様
に
、

弓
を
受
取
り
な
が
ら
疲
れ
た
夫
を
い
た
わ
っ
て
い
る
情
景
と
一
般
見
る
こ
と
も
川
来

ょ
う
が
、

し
か
し
、
質
は
、

こ
の
歌
の
岡
県
、
意
は
も
っ
と
官
能
的
な
も
の
で
、

つ
ま
り
「
弓
肖
」
は
男
の
、

「
靭
」
は
女
の
性
絡
の
象
徴
で
あ
り
、

男
女
の
関
係
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
う
た
っ
た
も
の
と
見
る
。
へ
き
で
あ
ろ
う
。
中
岡
語
津
の
「
心
肝
」
も
や
は
り
そ
の
様
な
際
に
用
い
ら
れ
る

語
と
し
て
遁
嘗
な
も
の
ら
し
く
、

又
舟
唄
な
ど
の
俗
謡
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
様
な
「
卑
狼
」
な
内
容
の
も
の
が
普
通
で

δ
え
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
う
解
樺
す
る
の
が
至
蛍
と
思
う
。
寓
葉
集
東
歌
の
「
こ
ま
に
し
き
紐
と
き
さ
け
て
寝
る
が
上
に
あ
ど
せ
ろ
と
か
も
あ
や
に
駅
し
き
」
と
好
針



照
の
歌
と
云
え
ょ
う
か
。

月
夜
な
情

審
五
揺
那
紫
気
華
橋
一
格
一
枯
木
里
挨
界
紫
気
索
夜
指
禿
那
俄
(
畑
伸
一
耳
目
「
木
蛇
」
こ
こ
に
入
る
)
索
矯
那

(
十
五
夜
の
月
は
、
宵
々
曇
れ
、
暁
冴
え
よ
、
殿
御
戻
さ
う
よ
の
)

「
十
五
夜
」
は
、
現
代
語
で
は
ジ
ュ
ク
プ
れ
で
あ
る
が
、

。

こ
の
場
合
の
字
面
「
事
時
五
橋
」
は
ど
う
し
て
も
ヨ
で
、
ヤ
と
は
よ
め
な
い
。
「
夜
」

。

で
一
昔
相
酷
似
し
、
混
同
さ
れ
る
蓋
然
性
が
大
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蛍
時
は
む
し
ろ
ジ
ュ
ヲ
ゴ
ヨ
と
云
う
形
で
あ
っ
た
か
も

は
目

ヤ

司11

ヨ

(

Y

)
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え
し

こ
の
詩
日
葡
僻
書
不
載
。
般
名
文
献
で
も
、
若
し
出
て
来
る
と
す
れ
ば
漢
字
で
「
十
五
夜
」
と
書
か
れ
て
い
る
筈
で
、

ど
う
よ
ま

れ
た
か
を
知
る
べ
き
手
が
か
り
は
ま
ず
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
禿
那
俄
」

の
下
本
文
「
木
蛇
」
を
脱
し
て
い
る
が
樺
一
音
に
よ
っ
て
補
う
べ
き
も
の
。
但
し
「
蛇
」
は
闘
語
の
ド
の
一
音
節
を
表
わ
す
に
は
不

遁
蛍
な
文
字
と
云
う
べ
き
で
、
或
は
「
陀
」

巻
四
の
詩
嚢
に
も
「
喉
」
を
「
那
陀
」
と
寓
し
た
も
の
な
ど
が
見
え
る
〉

0

「
陀
」
な
ど
の
設
か
も
知
れ
な
い

(
各
三
巻
首
の
「
い
ろ
は
」

の
「
と
」
に
は
「
陀
」
が
あ
り
、

一
首
の
意
は
明
ら
か
で
、

切
意
に
三
更
雲
掩
月
、
情
人
好
来
、
浅
人
知
費
、

五
更
月
明
、
情
人
好
去
」
と
あ
る
に
帯
寵
さ
れ
て
い
る
。

少
女
別
郎

害
西
之
法
之
禿
担
的
後
奈
路
路
外
畑
一
蕩
烏
渓
骨
師
那
密
僻
薄
乃
立
格
那

〈
十
七
八
と
、
寝
て
離
る
る
は
、
唯
浮
草
の
、
水
離
れ
よ
の
)

一
々
の
文
字
の
よ
み
方
に
は
ま
ず
異
訟
は
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。

「
十
七
八
」
は
嘗
時
の
俗
謡
に
多
く
見
え
て
い
る
が
、

恐
ら
く
女
と
し
て

最
も
魅
力
的
な
盛
り
の
年
頃
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

二
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

誰
そ
よ
お
軽
忽
、

主
あ
る
を
惜
し
む
る
は
喰
ひ
付
く
は
、

よ
し
ゃ
し
ゃ
る
、
と
も
、
十
七
八
の
習
ひ
ょ
/
¥
、
日
て
と
喰
ひ
付
い
て
賜
う
れ

日

本

風

土

記

山

敵

性

解

(

前

回

)

，じ

ブL



五

十

周

年

記

念

論

集

七
九

の
う
、
歯
形
の
あ
れ
ば
額
は
る
る
(
閑
吟
集
、
九
一
)

十
七
八
は
は
や
川
の
あ
ゆ
そ
ろ
、

よ
せ
て
/
¥
せ
き
よ
せ
て
さ
ぐ
ら
い
な
ふ
、

お
手
で
さ
ぐ
ら
い
な
ふ
(
宮
町
時
代
小
歌
集
、
一
門
川
ν

十
七
八
は
特
に
干
い
た
細
布
、

取
り
寄
り
ゃ
い
と
し
、
手
繰
り
よ
り
ゃ
い
と
し
、
糸
よ
り
細
い
腰
を
締
む
れ
ば
、

い
た
ん
と
な
は
い
と
し

(
狂
言
小
歌
、
岩
波
文
庫
六
九
)

な
ど
、

い
ず
れ
も
甚
だ
し
く
官
能
的
な
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
、

切
意
に
よ
れ
ば
「
十
八
九
歳
女
、
総
桐
F
A
H

就
離
、
流
体
無
水

養
、
忽
得
久
在
世
」
と
あ
り
、
題
の
「
少
女
別
郎
」
と
と
も
に
、
女
の
立
場
か
ら
よ
ま
れ
た
様
に
解
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
辺

で
あ
っ
て
、

や
は
り
、

こ
れ
は
男
が
女
と
の
別
れ
の
後
の
気
持
を
よ
ん
だ
も
の
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

青
春
嘆
世

葬
西
之
法
之
外
勿
遣
軍
皮
所
六
格
革
里
気
尼
法
乃
挨
殺
難
蘇
路
隔
揺
那

二
度
候
か
、
枯
木
に
花
が
、
吹
き
候
か
よ
の
)

(
十
七
八
は
、

よ
み
方
に
は
ま
ず
問
題
は
な
い
と
思
う
。
「
勿
」
を
ブ
の
一
音
節
に
あ
て
る
こ
と
は
こ
の
外
に
も
多
く
の
例
が
あ
り
(
例
え
ば
各
四
の
語
嚢
で
も

カ

フ

ェ

ヲ

キ

7

1

「
勿
子
革
(
二
日
)
勿
葉
梯
机
(
吹
手
)
勿
密
(
文
)
」
な
ど
)
、
珍
し
く
な
い
が
、

こ
の
文
字
は
元
来
微
母
に
嵐
し
、
従
っ
て
蛍
時
の
中
閑
人

の
手
に
成
っ
た
日
本
語
資
料
の
原
則
で
は
、

.-'、.
、

マ
行
の
一
音
節
を
寓
す
の
に
用
い
ら
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
こ
れ
を
山
行
一
音
、

門
川
ド

白
口
】

ち
蛍
時
雨
一
馬
騨
擦
一
音
〔
A
v
〕
を
子
一
音
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
一
音
節
に
あ
て
た
の
は
、
異
例
に
属
す
る
が
、
越
元
任
氏
の
現
代
呉
詩
的
仰
究
(
一

。
二
頁
)
に
よ
れ
ば
、

こ
の
地
方
で
「
不
」

の
意
に
用
い
ら
れ
る
こ
の
文
字
は
、
大
部
分
の
地
黙
に
お
い
て
〔
P
A〕
の
一
音
を
も
っ
て
現
れ
て
い
る

ら
し
く
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
に
し
て
も
、
賞
時
か
ら
肢
に
そ
の
様
な
一
晋
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
を
閥
詩
の
ブ
に
あ
て
た
こ
と
は

決
し
て
無
理
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。

「
し
ち
(
七
)
」
は
、
現
代
京
阪
誇
で
は
〔
也
ご
。
と
俊
一
音
さ
れ
、
仮
名
で
も
む
し
ろ
「
ひ
ち
」

「
ヒ
チ
」

と
書
か
れ
ら
こ
と
が
多
い
佐
川
の
話



で
あ
る
が
、

こ
の
頃
に
は
ま
だ
そ
の
稼
な
こ
と
は
一
般
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
の
行
子
一
昔
が
雨
暦
勝
傑
一
昔
か
ら
、
現
代
詩
の
様

な
喉
頭
乃
至
硬
口
蓋
摩
擦
音
(
〔
y
m〕
〉

に
費
化
し
た
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
の
意
も
極
め
て
平
明
の
様
で
あ
る
が
、

切
意
に
よ
れ
ば
「
十
七
八
時
難
算
二
次
、
好
比
枯
木
残
花
、
安
時
又
是
一
世
」
と
あ
り
、
、，..

、‘ー

の
様
な
解
し
方
も
あ
り
得
る
も
の
か
と
、
む
し
ろ
驚
か
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

「
十
七
八
」
は
や
は
り
上
に
述
べ
た
様
に
、
女
の
最
慌
時
で
あ
り
、

こ
の
時
を
は
ず
し
て
は
二
度
も
ど
っ
て
来
な
い
こ
と
を
述
べ
、
今
の
問
に
青
春
誠
歌
す
べ
し
と
う
た
っ
た
も
の
で
あ
ろ
、
っ
。
れ
し
「
村
木
に
花

が
咲
く
」
と
云
う
表
現
は
明
ら
か
に
悌
敬
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
、

や
は
り
そ
の
裏
に
は
無
常
感
が
あ
り
、
題
の
「
青
春
断
、
世
」
も
そ
の
試
味

で
は
必
ず
し
も
皆
ら
ず
と
し
な
い
。

美
女
憶
郎

係
那
乃
隔
外
紫
気
尼
木
頼
枯
木
法
乃
尼
革
熱
和
慕
爾
外
界
里
和
慕
外
業
蘇

(
世
の
中
は
、
月
に
叢
雲
、
花
に
風
、

思
は
ン
に
添
ふ
〉

③
 

か
つ
て
別
の
機
曾
に
細
川
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
従
来
末
匂
の
よ
み
方
に
説
、
り
が
あ
っ
た
偽
に
、

思
ふ
に
別
れ
、

こ
の
歌
に
関
し
て
は
、

民
し
い
解
樺
い
か
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
邸
ち
「
和
慕
外
業
蘇
」
は
、

一
宇
一
字
に
つ
い
て
云
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
ォ
、

ょを
、

ワ

Jト

ハ
戎
は
エ
)
ソ

(
戎
は
ス
)
に
蛍
て
ら
れ
る
べ
き
字
母
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
従
っ
て
、

こ
れ
を
減
遜
三
男
氏
も
指
摘
さ
れ
た
稼
に
、
神

雲
物
語
(
上
部
位
)
の
「
思
は
ぬ
に
添
ふ
」
の
意
と
し
て
よ
む
偽
に
は
「
「
ね
』

は
『
ぬ
に
』

の
縮
約
さ
れ
た
枇
脅
か
、

そ
れ
と
も
版
文
に
針
簡
が

あ
る
か
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

嘗
時
、
打
消
の
助
動
詞
「
ぬ
」
は
、
少
く
と
も
一
音
礎
的
に
は
、
機
一
音
化
し
た
形
が
話
し
言
葉
に
お
い
て
は
一
般
に
用
い
ん
守
れ
て
い
た
筈
で
あ

①
 

る
。
こ
の
棟
な
険
一
音
に
、
や
は
り
鼻
子
一
菅
で
は
じ
ま
る
一
音
節
ナ
、
て
行
一
音
が
慢
す
る
場
合
、
扱
一
音
が
そ
れ
に
岐
牧
さ
れ
て
、
聞
き
ず
附
さ
れ
弓
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
特
に
、
あ
ま
り
日
本
語
の
知
識
の
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
外
岡
人
が
、
一
式
わ
ば
聞
き
書
き
に
泊
録
し
た
殺
な
こ
の

日

本

風

土

記

山

歌

誌

僻

(

前

回

)

，じ

プL



五

十

同

年

記

念

論

集

じ
九
円

種
の
資
料
で
は
、

そ
の
様
な
燦
一
五
日
を
寓
さ
な
い
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。

例
え
ば
日
本
風
土
記
巻
四
の
誇
奨
で
も

ユ

チ

「
箇
逆
之
ハ
ム
1

日)、

一
之
末
米

(
一
銭
ご
な
ど
い
ず
れ
も
、

て
の
様
な
斑
由
に
も
と
づ
く
表
記
法
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

と
す
れ
ば
、

こ
の
場
合
も
や
は
り
、

-U 

「
思
は
ぬ
に

添
ふ
」

の
「
ぬ
」
が
撰
一
耳
目
の
形
を
と
っ
て
い
た
矯
に
、

「
に
」
に
吸
牧
さ
れ
て
聞
き
落
さ
れ
、
従
っ
て
す
モ
ワ
-
一
ソ

(
ォ
)
と
一
云
う
主
主
円
節
と

し
て
寓
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
業
」

は
一
千
つ
ま
で
も
な
く
ネ
戎
は
ェ
に
嘗
て
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

日
本
風
土
記

と
云
わ
ず
、

一
般
に
こ
の
種
の
資
料
で
は
、
圏
諸
の
エ
列
一
耳
目
と
イ
列
一
音
と
は
、
相
互
に
共
通
の
文
字
で
寓
さ
れ
る
こ
と
が
、

む
し
ろ
普
通
で
あ

り
(
例
え
ば
「
厄
」
も
て

ヰ
雨
一
音
節
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
〉
従
っ
て
「
業
」
も
ヰ
で
は
な
し
に
、

一
と
よ
む
こ
と
は
、
決
し
て
そ

れ
ほ
ど
無
理
で
は
な
い
。

雑
唱
小
曲

紫
気
宜
校
法
乃
尼
乞
打
路
外
道
理
革
乃
付
魯
那
求
心
可
格
那

(
月
に
そ
花
に
、
来
た
る
は
道
理
か
な
、
降
る
の
来
、
諜
期
よ
の
〉

こ
の
歌
も
、
従
来
の
よ
み
方
に
相
蛍
重
大
な
過
設
が
あ
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
「
紫
気
宜
竣
」
の
「
竣
」
を
は
た
し
て
ソ
、
ゾ
い
ず
れ
に
よ
む

べ
き
か
、

叉
そ
の
解
糧
如
何
は
問
題
で
あ
る
。

こ
の
資
料
で
は
、
後
に
も
ま
と
め
て
述
べ
る
筈
で
あ
る
が
、
闘
詩
の
清
濁
一
青
を
路
E

区
別
し
て

寓
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
中
に
は
、

そ
の
直
別
を
表
わ
す
の
に
遁
嘗
な
文
字
の
存
し
な
い
場
合
、

特
に
サ
、
ザ
行
一
音
の
医
別
に
開

し
て
あ
い
ま
い
で
、
雨
者
を
共
通
の
文
字
で
寓
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

ソ
、
ず
も
や
は
り
そ
の
一
つ
で
、

「
俊
」
は
ソ
と
も
ず
と
も

よ
み
得
る
の
で
あ
る
。
樺
一
音
に
よ
れ
ば
「
宜
枚
」
を
合
せ
て
「
明
」
と
註
し
て
居
り
、
従
っ
て
「
月
に
そ
」
は
「
月
明
ら
か
な
り
」

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
む
し
ろ
清
一
音
ソ
と
よ
み
「
月
に
候
」
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

の
意
と
解

「
候
」
は

蛍
時
キ
リ
シ
タ
ン
の
ロ
ー
マ
字
綴
で
ち
と
寓
さ
れ
る
形
の
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
首
の
意
及
び
格
調
か
ら
一
去
っ
て
も
「
月
に
候
、
花
に
来
た
る
は
道
理
か
な
:
:
:
し
で
は
、

し
か
し
、
樺
一
音
の
解
揮
の
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
と
は

云
う
ま
で
も
な
く
、

ど
う
も
溶
ち
つ
か
な
い
と
な
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は
思
う
。

と
云
っ
て
、

一
般
に
よ
ま
れ
て
い
る
様
に
「
月
に
ぞ
」
と
、
係
助
詞
「
ぞ
」
に
よ
む
こ
と
も
、

そ
れ
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
よ
み

方
だ
と
も
云
え
な
い
の
で
あ
る
が
。

下
の
句
「
付
魯
那
来
心
可
格
那
」
は
特
に
問
題
が
多
く
、
従
来
の
諸
説
こ
れ
を
正
し
く
解
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
。
な
の
考

え
を
述
べ
る
前
に
、

こ
の
歌
の
類
歌
と
し
て
、
室
町
時
代
小
歌
集
に

(

候

)

き

(

議

期

)

月
を
ふ
ん
で
は
よ
の
つ
ね
そ
う
よ
、
風
雨
の
来
こ
そ
じ
ん
ご
よ
の

と
云
う
の
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
首
の
意
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

平
明
で
あ
る
が
、

特
に
上
旬
に
多
少

表
現
の
具
る
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、

会
開
と
し
て
日
本
風
土
記
の
歌
と
全
く
同
巧
異
曲
と
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
殊
に
下
の
句
の
「
風
間
の

7
ウ
ヴ

来
こ
そ
じ
ん
ご
よ
の
」
は
こ
こ
と
全
く
同
じ
文
句
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
木
来
は
恐
ら
く
「
風
雨
」
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
様
な
「
漢
詩
」
は
、
あ
ま
り
敬
養
の
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
倭
冠
に
従
っ
た
荒
く
れ
の
舟
人
達
に
は
、
耳
遠
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
れ
を
一
音
相
及
び
意
味
の
類
似
し
た
「
降
る
」
と
す
り
か
え
て
歌
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。

ろ
う
か
ら
、

姐
伸
一
音
は
正
に
「
什
臥
魯
附
」
で
あ
り
、

そ
の
意
味
だ
け
は
、

正
し
い
解
糧
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
京
市
」
は
「
正
一
品
目
」
と
註
さ
れ
て
い
る
の
で
、
勿
論
こ
れ
は
漢
字
木
来
の
表
意
的
用
法
に
よ
る
も
の
で
、
他
の
文
字
の
様
に
、
五
日
を
借
り
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
な
ら
ば
、
今
こ
こ
に
こ
の
文
字
を
如
何
に
よ
む
べ
き
か
と
云
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず

普
通
に
訓
讃
し
て
「
き
」
と
す
る
以
外
に
あ
り
得
ず
、

と
す
れ
ば
、
歌
会
憾
の
一
音
調
か
ら
一
去
っ
て
、

や
は
り
室
町
時
代
小
歌
集
の
様
に
、

そ
の

下
に
「
こ
そ
」
と
云
う
二
音
節
の
助
詞
が
ほ
し
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
も
問
題
に
な
る
「
心
可
格
」
は
、
輝
一
音
で
は
「
心
誠
」
と
註
し
て
お
り
、

こ
れ
は
上
の
「
来
」
と
は
還
っ
て
「
京
一
耳
目
」
即
ち
表
意
的
用
法

で
は
な
い
位
一
円
で
あ
る
の
に
、
従
来
の
諸
家
は
何
の
疑
い
も
な
し
に
「
訓
讃
」
し
て
「
こ
こ
ろ
」
と
よ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
な
は
や
は

り
こ
れ
は
、

「五一耳目」

の
註
の
な
い
限
り
、
す
な
お
に
、

「
一
音
仮
名
」
と
し
て
シ

y
戎
は
ジ

γ
と
よ
む
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
尤
も
こ
の
場
介

日

本

風

土

記

山

歌

註

僻

(

的

問

)

七
九
五



:11 

正

十

周

年

氾

念

満

州

換

ーじ
ふJL
ノ、

も
、
他
に
そ
の
例
が
少
く
な
い
慌
に
、

九
七
く

「
心
」

の
意
味
と
無
関
係
に
選
樺
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
宍
わ
ば
、

a

Q

 

「
心
可
橋
部
」
は
従
っ
て
、
蛍
然
ジ
ソ
ゴ
ヨ
ノ
、
印
ち
「
謹
期
よ
の
」
を
何
均
し
た
も
の
で
あ
る

こ
れ
も
表
夜
、

表
一
品
目
策
用
の
文
字
に
は
遭
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
と
ま
ず
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
上
に
も
述
べ
た
様
に
、
特
に
サ
行
一
音
に
お
い
て
は
清
濁
の
書
き
わ
け
は
屡

E

隠
昧
で
あ
り
、

こ
の
場

会
も
「
心
」
は
ジ
ン
を
も
表
わ
し
得
る
つ

ぇ、

こ
の
様
に
鼻
一
音
の
文
字
の
あ
る
場
合
、

下
の
「
可
」
は
、
む
し
ろ
濁
↓
音
プ
と
し
て
よ
む
の
が
泊

蛍
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

①
 

「
蓋
期
」
は
よ
ん
で
宇
の
如
き
意
味
の
語
で
あ
る
が
、

こ
の
嘗
時
屡
E

「
議
期
の
君
」
と
熟
し
て
、

「
終
世
幾
ら
じ
と
誓
い
あ
っ
た
愛
人
」

の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
、
更
に
準
ん
で
は
、

「
謹
期
」
だ
け
で
愛
情
の
深
さ
そ
の
も
の
を
表
わ
す
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

や
は
り
中
主
町

時
代
小
歌
集
に

じ
ル
じ
の
君
は
、
京
ぬ
も
よ
い
、
舎
者
は
定
騰
の
、
世
の
習

と
一
式
う
歌
も
見
え
る

d

こ
の
歌
の
意
も
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
降
達
節
の

月
の
夜
に
さ
へ
、
来
ぬ
人
を
、

な
か
な
か
待
た
じ
、
雨
の
夜
に

な
ど
の
、
一
式
わ
ば
一
晃
一
返
し
と
一
式
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

γえ

黄
俺
和
慕
以
外
燥
公
乞
立
抜
少
十
荷
風
打
少
十
賞
打
少
事

〈
我
が
思
ひ
は
草
根
、
伐
れ
ば
生
じ
、

又
生
じ
、

叉
生
ず
〉

こ
の
攻
、

よ
み
方
に
殆
ん
ど
異
論
が
な
い
。
略
E

同
じ
歌
が
室
町
時
代
小
歌
集
に
も
見
え
る
。
即
ち

お
も
ひ
は
是
草
根
、

切
れ
ば
叉
生
じ
、
ま
た
し
ゃ
う
ず

「
燥
公
」
は
サ
ク
コ
ソ
を
寓
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
問
題
は
な
い
。

つ
公
」

の
様
な
喉
内
鼻
音
の
文
字
を
、
援
一
耳
目
を
合
む
二
一
音
節
に
あ
て
た
例



't 

ー

f
ン
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オ

ン

ガ

ヴ

は
下
の
「
池
い
密
」
も
そ
う
で
あ
る
が
、
他
に
も
珍
し
く
な
い
。
例
え
ば
巻
四
に
も
「
公
俄
(
女
粧
)
」

リ

ヲ

ン

ナ

ヒ

ト

「
立
空
乃
許
多
(
惚
明
人
)
」
「
木
那
那
針

へ
脊
ご
な
ど
っ

1-EE-ETI--r 

e
 

• 
・

?グ

-
密
岩
那
理
止
陽
豚
索
所
頼
乃
密
外
谷
多
摩
洪
密
多
和
(
樺
一
音
こ
こ
に
「
里
」
入
る
〉
頼
外
知
栴
和
復
魯
煙
敵

(
縦
十
の
松
山
、

さ
ぞ
ら
浪
は
こ
(
ゆ
〉
と
も
、
御
身
と
お
(
れ
)
ら
は
、
千
代
を
終
る
ま
で
〉

古
今
集
東
歌
の
「
君
を
お
き
で
あ
だ
し
心
を
我
が
持
た
ば
末
の
松
山
波
も
超
え
な
む
」
を
本
歌
と
す
る
も
の
で
、
相
、
歌

一
式
う
ま
で
も
な
く
、

は
極
め
て
多
い
。
同
じ
時
代
の
俗
議
集
で
も
、
宝
町
時
代
小
歌
集
、
隆
濯
節
、

犯
一
一
一
回
小
歌
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
歌
詞
に
小
異
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
隆
法
節
の

末
。コ
松
tJJ 

さ
さ
浪
は
越
す
と
も
、
御
身
と
我
と
は
、

千
代
を
終
る
ま
で

及
ぴ
、

日一一
J

口
(
相
A
円
袴
)
小
歌
の

末
の
松
山
、

さ
さ
ら
浪
は
越
す
と
も
、
御
身
と
我
と
は
、

千
代
を
経
る
ま
で

日
本
風
土
記
の
「
索
所
頼
乃
密
」
は
ど
う
し
て
も
サ
ソ

(
，
ソ
)
ラ
ナ
ミ
と
よ
ま
ざ
る
を
得
な
い
字

は
本
来
同
歌
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

面
で
あ
る
が
、

こ
の
形
の
語
は
他
の
文
献
に
見
え
な
い
。

日
葡
僻
書
な
ど
に
よ
れ
ば
、

「
波
」
に
聞
し
て
は
こ
の
詩
サ
ザ
ナ
ミ
或
は
サ
ザ
-
7

ナ

ミ
の
二
形
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
隆
達
節
、
狂
言
小
歌
の
も
の
も
正
に
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
第
二
一
音
節
、

①
 

時
は
明
ら
か
に
濁
一
音
で
あ
っ
た
と
思
う
。

よ
り
古
い
時
期
は
い
ざ
知
ら
ず
、
営

「
谷
多
摩
」
は
樺
一
背
の
方
の
本
文
「
谷
多
摩
打
」
に
つ
く
り
「
不
来
」
と
註
し
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
「
打
」
は
減
遜
氏
も
一
広
わ
れ
る
椋

に
、
む
し
ろ
小
書
し
て
「
打
不
束
」
と
つ
づ
け
る
べ
き
も
の
の
様
に
恩
わ
れ
る
(
こ
の
様
に
樺
一
音
の
部
分
に
お
い
て
大
字
小
半
の
表
記
の
ぬ
乱

し
て
い
る
も
の
は
決
し
て
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
で
「
谷
多
摩
」
を
「
打
不
来
」

の
様
に
打
消
の
意
に
と
る
こ
と
は
「
す
」
に
蛍
る

口

本

風

土

記

山

献

花

僻

(

償

問

)

七
九
七

ー
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一
音
節
を
表
わ
す
べ
き
文
字
の
な
い
矯
に
、
困
難
で
あ
る
が
、
上
に
あ
げ
た
降
濯
節
、
狂
言
小
歌
な
ど
の
本
文
は
、

こ
の
と
こ
ろ
「
こ
す
と
も
」

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
或
は
「
越
す
と
も
レ
と
云
う
肯
定
形
を
、
誤
っ
て
「
越
え
ず
と
も
」
と
云
う
打
消
と
し
て
よ
み
偉
え
た

の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

し
か
し
「
谷
多
勝
」
を
こ
の
ま
ま
で
コ
エ
ズ
ト
モ
と
よ
む
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
ま
だ
し
も
コ
ユ
ト
モ
の

方
が
無
難
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
こ
の
様
な
位
置
に
お
け
る
音
節
ユ
が
、
屡
E

暖
昧
に
俊
一
Z

目
さ
れ
、
従
っ
て
聞
き
落
さ
れ
る
可
能
性
は
十

分
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

「
こ
ゆ
」
と
「
こ
す
」
と
は
、
多
少
意
味
、
用
法
に
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
件
。

m。
2
4
に

蛍
る
動
詞
で
あ
る
と
云
う
黙
で
は
共
通
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
場
合
い
ず
れ
に
よ
む
こ
と
も
出
来
る
。
な
お
「
勝
」

の
様
な
果
嬢
に
局
す
る
文

字
は
、

い
ず
れ
か
と
云
え
ば
、
闘
語
の
ォ
列
一
音
を
寓
す
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

そ
の
粘
か
ら
云
っ
て
も
、

こ
こ
を
岩
波
文
庫
の
様
に

コ
ト
マ
タ
と
よ
む
こ
と
は
無
理
だ
と
思
う
。

「
洪
」
は
や
は
り
喉
内
鼻
音
の
文
字
を
扱
一
音
に
営
て
た
も
の
で
、

こ
こ
を
岩
波
文
庫
に
「
事
」
と
よ
ま
せ
て
い
る
の
は
全
く
不
営
で
あ
る
。

こ
の
文
字
は
阿
母
に
属
し
、
我
が
閣
の
漢
字
一
音
で
も
、
漢
一
音
系
統
の
音
で
は
た
し
か
に
カ
、

ガ
行
の
一
音
節
を
、
頭
一
音
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る

が
、
呉
一
音
の
一
部
及
び
庇
一
音
で
は
ア
、

ワ
行
一
音
と
し
て
現
れ
る
の
が
原
則
と
云
え
る
。
現
代
呉
語
で
は
一
般
に
頭
子
一
音
〔
出
〕
(
〔
『
〕

の
有
雄
一
耳
目
〉
、

稀
に
は
ゼ
ロ
即
ち
母
一
音
の
形
を
持
っ
て
現
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
)
。

従
っ
て
、

恐
ら
く
そ
の
地
方
の
方
一
音
の
閥
系
に
も
と
，
つ
い
て
寓
さ
れ
た

(
或
は
少
く
と
も
そ
れ
が
多
分
に
混
入
し
た
不
純
な
官
話
の
閥
系
の
上
に
立
つ
)
と
思
わ
れ
る
本
書
に
お
い
て
は
、

こ
の
種
の
文
字
は
、
原
則

と
し
て
閥
詩
の
ア
、

ワ
行
一
音
に
営
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
和
(
里
)
頼
」
も
岩
波
文
庫
「
列
島
こ
と
よ
ん
で
い
る
の
は
無
理
で
、
果
嬢
の
「
和
」
は
や
は
り
オ
と
よ
む
べ
さ
も
の
。

ヤ

「
お
れ
ら
」
は

現
代
人
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
如
何
に
も
現
代
詩
的
な
、

し
か
も
卑
語
的
な
感
じ
を
輿
え
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
案
外
こ
の
垣
間
は
肯
く
か

ら

し
か
も
相
嘗
高
い
階
層
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
更
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
女
性
の
用
い
た
例
も
見

え
る
)
但
し
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
話
し
相
手
は
、
話
し
手
よ
り
も
多
少
低
い
開
係
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。



J 
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J 

叱

末
句
の
「
理
」
本
文
、
得
一
音
・
と
も
に
こ
の
文
字
で
あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
、
嘗
然
「
埋
」
と
改
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

夜
憶
故
交

過
宿
那
箇
播
今
外
何
多
多
禿
捜
打
箇
濁
世
那
箇
携
今
外
責
俺
密
獅
担
打
南
尼
那
只
挨
下
老
和
多
格
里
芦
、
俺
密
外
和
一
多
潟
那

(
去
年
の
今
宵
は
、
お
と
と
寝
た
、
今
年
の
今
宵
は
、
我
が
身
と
寝
た
、
何
の
遠
い
や
ら
う
、
お
と
よ
り
我
が
身
は
、

お
い
と
し
の
)

「
何
多
多
」
は
、
簿
一
音
に
よ
れ
ば
「
女
名
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
、
嘗
然
下
の
「
和
多
搭
里
」

の
「
和
多
」
と
同

じ
人
間
を
さ
す
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
前
者
の
「
多
」

一
つ
を
桁
と
す
る
か
、
或
は
後
者
が
「
多
」
を
一
つ
落
し
た

か

い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
が
、
一
音
節
数
か
ら
見
て
、
む
し
ろ
前
者
を
「
お
と
と
寝
た
」
と
す
る
方
が
都
A
口
の
よ
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

「
貰
俺
(
密
)
」
は
や
は

U
輝
一
音
に
よ
れ
ば
「
我
(
身
)
」
と
あ
る
が
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
蛍
時
「
わ
が
」
が
一
人
総
だ
け
で
な
く
、

二
人
初

に
も
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
本
書
の
各
四
の
畳
間
索
、
に
も
「
傭
」
に
「
責
俺
」
と
註
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

「
和
里
」
を
あ
て
て
い
る
)
、
宮
内
2
に
も

(
そ
こ
で
は
「
我
」
に
は

Jkgmω
・
T
W
E
-
-
=
(
ο
5
5
5
E
m
w
g。一ロ
ω
同

vg望
。

B
g同

〉

w叶ロ・

=Jて〈
ω
m
E
5
5・ハリ
r。
お
ロ
岡
山

gロ0
・
。
ロ
伸
一

OEO-

こ
の
場
合
も
、
む
し
ろ
「
我
が
身
」
は
上
の
「
御
身
」
即
ち
「
お
ま
え
」
と
同
じ
意
に
解
し
た
方
が
よ

と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

「
只
挨
下
老
」
は
簿
一
音
「
悶
何
忘
記
」
と
あ
り
、

岩
波
文
庫
頭
註
に
は
「
此
の
字
に
て

『
思
案
や
ら
』

と
訓
ず
ベ
し
。

3え
は

『
と
が
や

ら
b 

の
誤
か
」
と
あ
り
、

渡
漣
氏
も

ー
と
が
や
ら
」

と
よ
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
字
面
を
そ
の
様
に
よ
む
こ
と
は
甚
だ
無
理
で
あ
る
。

「
只
」
は
ア
フ
リ
カ

1
タ
を
頭
子
一
音
と
す
る
昭
一
母
の
文
字
で
あ
り
、
従
っ
て
、

タ
行
一
音
で
も
、

チ、

ト
の
如
き

ツ
の
一
音
節
な
ら
ば
と
に
か
く
、

チ

タ

チ

一
音
節
を
寓
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
他
に
例
が
な
い
け
れ
ど
も
、
華
夷
鐸
語
に
は
「
只
「
答
只
(
万
こ
な
ど
、

(
地
〉
」

い
ず
れ
も
チ
に
嘗
て
た
と
見
ら
れ
る
例
が
あ
り
、

こ
の
場
合
も
や
は
り
、

そ
う
よ
む
の
が
最
も
袋
蛍
で
は
な
い
か
と
思
う
。
又
「
挨
」
は
臨
勝
、
主

日

本

風

土

記

山

歌

註

解

(

前

回

)

七
九
九
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司
、
一

j
-
J

A

，

{

、

用
い
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
が
、

母
音
一
音
節
ァ
及
び
ガ
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
場
合
も
そ
の
い
ず
れ
か
に
よ
む
べ
き
も
の
と
思
う
。

「
下
」

は
こ
の
資
料
で
は
多
く
ヤ
を
潟
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

刊
市
こ

+4

1
l
l
 「
下
姑
小

(
百
姓
)
」

の
様
に
ヒ
ャ
と
云
う
音
節
に
あ
て
ら
れ

た
例
も
あ
る
。

こ
の
文
字
も
や
は
り
匝
母
に
属
す
る
も
の
で
、
本
脊
の
一
一
般
原
則
か
ら
云
え
ば
ヤ
に
嘗
て
ら
れ
た
も
の
が
正
規
の
用
法
と
云
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、

ヒ
ャ
を
寓
し
た
と
見
ら
れ
る
上
例
な
ど
は
、

む
し
ろ
官
話
、

即
ち
共
通
語
の
要
素
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
九
う
。
な
お
本

書
の
寓
一
五
日
に
用
い
ら
れ
た
中
岡
一
音
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
に
ま
と
め
て
述
べ
る
筈
で
あ
る
。

右
に
辿
べ
た
一
々
の
文
字
の
本
書
に
お
け
る
用
法
か
ら
す
れ
ば
、

「
只
挨
下
老
」
は
チ
ガ

(
イ
)

ヤ
ラ

(
ウ
)
と
よ
み
「
遼
刊
や
ら
つ
っ
こ

の
意
と
す
る
の
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
も
、

最
も
穏
嘗
で
は
な
い
か
と
な
は
思
う
。

こ
の
場
ム
口
第
三
一
音
節
イ
は
上
の
コ
ユ
ト
モ
の
ユ
と
同

じ
様
に
、
そ
れ
が
母
音
一
音
節
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
立
つ
位
置
と
云
う
、
特
殊
な
保
件
の
矯
に
、
聞
き
落
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
戎
は
す
人
、
〔
巳
〕
と
一
式
う
母
一
音
重
複
が
〔
刊
日
〕

の
様
な
形
に
融
令
し
て
現
れ
た
も
の
を
「
挨
」
が
表
わ
し
て
い
る
と
見
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

現
代
詩
で
も
用
い
ら
れ
る
「
や
ら
」
は
、
こ
の
嘗
時
肢
に
文
献
に
見
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、

乃
至
「
や
ら
と
も
併
存
し
て
い
的
。
と
す
れ
ば
こ
の
場
合
「
老
」
の
文
字
は
む
し
ろ
「
や
ら
う
」
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
見
る
方
が
適
合

一
方
ま
だ
、

よ
り
古
い
形
で
あ
る
「
や
ら
ん
」

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
首
の
意
は
、

特
に
「
わ
が
み
」
を
一
人
栴
と
す
る
か
、

二
人
稀
と
考
え
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
逢
っ
て
来
る
が
、

切
意
で
は
「
去
年
今
夜

興
和
多
各
一
同
降
、
今
年
今
夜
我
自
眠
、
因
何
忘
記
和
多
同
陸
、
自
呼
我
身
大
心
肝
」
と
解
し
て
い
る
。
即
ち
丁
度
古
今
集
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
春

や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」

の
歌
と
同
じ
様
な
情
景
で
、
濁
り
寝
の
、

恐
ら
く
は
、
男
が
、

さ
び
し
さ
を
か
こ
ち
つ
つ
、

別
れ
た
女
を
想
っ
て
い
る
歌

と
一
式
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
若
し
「
わ
が
み
」
を
二
人
税
と
す
る
な
ら
ば
、

「
お
と
(
と
と
は
、

そ
れ
と
は
別
の
相
手
(
の
女
)
と
な
り
、

こ
の
男
は
昨
年
は
「
お
と
(
と
こ
、
今
年
は
又
別
の
女
で
あ
る
「
わ
が
み
」
と
寝
、

そ
の
女
に
封
し
て
、
「
お
ま
え
の
方
が
お
と
(
と
)
よ
り

い
と
し
い
」
と
云
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

は
た
し
て
歌
と
し
て
い
ず
れ
が
妥
蛍
で
あ
ろ
う
か
。



4 

祝
延
聖
牽
吋

士
口
符
外
知
帰
慢
世
知
情
慢
世
禿
揺
路
可
庇
和
以
外
今
誕
打
那
挨
里
革
答
那
禿
計
帰
客
乃

(
君
は
千
代
ま
せ
、
千
代
ま
せ
と
、
喜
び
を
祝
ひ
、
歌
の
有
難
の
、
時
世
か
な
)

「
慢
陛
」
は
樺
一
音
「
寓
歳
」
と
誤
解
し
て
い
る
が
、

勿
論
「
坐
せ
」

。

の
意
で
あ
ろ
う
。
諸
家
こ
れ
を
多
く
「
ま
し
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
「
世
」

は
た
し
か
に
、

シ
の
一
音
節
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
文
字
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
に
も
述
べ
た
様
に
、

こ
の
種
の
資
料
で
は
、
問
活

の
イ
、

エ
列
五
日
が
屡
=
共
通
の
文
字
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
例
え
ば
「
石
」
な
ど
も
、

こ
の
資
料
で
や
は
り
シ
、

セ
雨
一
音
節
に
あ
て
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、

「
世
」
は
む
し
ろ
こ
こ
で
は
セ
と
よ
む
方
が
遁
蛍
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
会
特
に
「
世
」

の
文
字
が
用
い
ら
れ

た
の
は
、
多
分
に
そ
の
意
味
を
も
勘
考
さ
れ
た
矯
で
、

や
は
り
一
音
訓
乗
用
の
文
字
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殊
に
そ
の
機
な
場
合

に
は
一
五
日
の
上
で
は
多
少
の
無
理
を
冒
し
て
ま
で
、
好
字
を
用
い
よ
う
と
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
喜
び
を
祝
ひ
歌
の
有
難
の
時
世
か
な
」
と
云
う
あ
た
り
、

い
さ
さ
か
つ
づ
き
具
合
が
よ
く
な
い
。
岩
波
文
庫
及
び
波
法
三
男
氏
い
ず
れ
も

「
歌
の
」

の
下
に
讃
黙
を
打
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

は
た
し
て
如
何
に
解
畑
侍
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

切
意
で
は
「
君
主
千
年
前
歳
、

千
年
間

歳
、
恭
一
一
時
大
宴
、
歌
唱
有
期
、
太
平
時
世
」
と
課
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
嘗
時
の
「
有
難
」
と
一
云
う
形
容
詞
は
、
ま
だ
多
分
に
原
義
的
な
用
法

@
 

を
残
し
て
お
り
、

こ
の
場
合
も
云
わ
ば
「
千
裁
一
湿
の
期
で
、
今
を
お
い
て
は
讃
歌
す
る
時
は
再
び
来
な
い
」
の
意
と
考
え
ら
れ
る
。

女
喋
配
渥

一
多
豚
和
柏
里
和
白
枯
里
外
卸
法
草
活
浮
尼
播
那
子
那
烏
之
革
結
的
一
子
理
愚

(
暇
を
く
れ
う
ば
、
く
れ
は
せ
で
、
川
舟
よ
の
、
綱
打
ち
掛
け
て
、
何
時
ま
で
)

「
枯
里
和
白
」
は
グ
〆
レ

(
リ
)

ォ
バ
と
よ
む
べ
き
文
字
で
あ
る
が
、
官
時
推
量
の
助
動
詞
「
う
」
が
動
詞
に
接
す
る
と
き
、

ォ
段
の
畏
一
背
の

形
に
殺
一
工
目
さ
れ
て
い
た
矯
こ
の
様
な
寓
し
方
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
こ
の
場
合
の
様
に
、
推
量
の
助
動
詞
か
ら
係
件
を
表
わ
す
接
続

日

本

風

土

記

山

歌

誌

併

合

山

田

)

八



に
つ
づ
い
た
例
も
、

人
の
二

0

0

 

「
ご
ざ
り
ま
せ
う
ば
諮
は
し
ゃ
れ
ま
せ

。

こ
の
場
令
は
「
暇
を
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
、
く
れ

五

十

周

年

記

念
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集

助
詞
「
ば
」

丁
度
こ
の
蛍
時
の
文
献
に
屡
ζ

見
ら
れ
る
も
の
で
、
狂
言
記
に
も

「
御
下
り
な
さ
れ
て
下
さ
れ
う
ば
示
う
御
座
り
ま
し
ょ
」
な
ど
の
例
が
見
え
て
い
加
。

し-、
L 

も
し
な
い
で
」
と
云
っ
た
程
の
意
味
で
、
云
わ
ば
希
求
願
望
の
意
に
近
い
気
持
と
考
え
ら
れ
る
。

一
首
の
青
山
、
題
の
「
女
嘆
配
漣
」
か
ら
考
え
る
と
、
女
が
縁
遠
き
を
嘆
い
た
歌
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
内
容
は
、

必
ず
し
も
そ
の
様
に
は
見
ら

れ
な
い
。
即
ち
、

「
暇
を
く
れ
れ
ば
よ
い
の
に
、
く
れ
は
し
な
い
で
、
川
舟
の
様
に
、
綱
を
う
ち
か
け
、

つ
な
い
だ
ま
ま
で
、

い
つ
ま
で
お
い

て
お
か
れ
る
こ
と
や
ら
」
と
で
も
課
す
べ
き
も
の
で
、

む
し
ろ
男
と
の
く
さ
れ
縁
が
切
れ
な
い
で
嘆
い
て
で
も
い
る
歌
の
様
に
私
に
は
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。琴

割
問
、
憶
中
華
調

認
那
乃
隔
法
乃
令
可
意
那
乃
隔
岡
尼
許
多
木
那
立
空
宇
揺
乞
剖
木
那
気
揺
今
一
義
一
四
一
撃
情
革
翠
尼
気
格
陽
一
脈
阿
和
密
酔
挨
な
歩
・
餓
士
密

路
明
一
叶
多
今
一
箇
一
街
路
和
慕
今
木
曹
烏
掬
多
委
訴
路
那
俸
着
路
逆
封
屋
之

⑬
 

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
般
に
吉
町
義
雄
氏
の
解
讃
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
詳
し
い
の
で
、

こ
こ
で
は
、
特
に
問
題
に
な
る
黙
に
限
つ
て
な
の
考
え

を
補

想Y( う
無2機5に
恕すし止

やめ
のた

し、

中2と
華2思
にう

o 

吉
町
氏
の
解
諸
問
文
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

〈

ひ

な

か

く

に

ひ

と

お

ゆ

り

織
の
中
閥
、
人
物
利
根
な
よ
、

海
遣
い
、

と
も
の
か
よ
の
、

お
ん
ち
ゃ
ろ
、

日l乙

本児着ョ
中:ち
〉る

物ji
浮;
し、

西
湖
好
か
景
、

3
よ
拘
置
あ
合
み
づ

青
山
線
水
、

あ
J

ピ
ゃ
う
引
V

遊
ぶ
上
手
、

見
る
見
事
い
、
心

こ
の
歌
は
、
題
の
「
憶
中
華
調
」
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、
云
わ
ば
中
園
人
の
「
じ
ゃ
が
た
ら
文
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
、

恐
ら
く
は
長

崎
あ
た
り
に
来
て
い
た
中
間
人
、

し
か
も
日
本
の
地
に
住
み
つ
い
て
、
故
郷
の
中
闘
に
再
び
蹄
る
め
あ
て
も
ま
ず
な
い
様
な
人
が
、
望
郷
の
念

に
堪
え
ず
し
て
よ
ん
だ
も
の
と
云
う
こ
と
に
一
腹
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
寅
は
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
は
草
な
る
見
せ
か
け

で
あ
り
、
現
在
で
も
、
例
え
ば
漫
才
な
ど
で
、

日
本
人
が
、

ア
メ
リ
カ
人
の
苦
足
ら
ず
の
日
本
語
の
口
異
似
を
し
て
人
を
笑
わ
せ
る
こ
と
が
あ
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る
様
に
、

こ
れ
も
、
中
岡
人
の
口
異
似
を
し
て
、

日
本
人
が
作
っ
た
、
多
分
に
作
偽
的
な
「
お
涙
頂
戴
」
式
の
歌
で
は
な
い
か
と
思
う
。

冒
頭
の

「
可
意
濃
安
」

は
何
故
か
小
川
子
制
註
の
形
に
な
っ
て
い
る
。

下
の

「
市
之
」

「
禿
木
路
草
橋
」
も
同
様
で
あ
る
が
、

こ
の
形
式
が
は

た
し
て
何
を
意
味
す
る
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

別
に
割
註
に
す
る
必
要
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
安
」
は
む
し

ろ
ァ
と
よ
み
「
鍬
し
、

あ
の
中
華
に
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
な
か
は
な
」

「
な
か
く
に
」

「
ひ
と
も
の
」

「
に
し
い
け
」

「
き
ょ
や
ま
」

「
あ
を
み
づ
」
な
ど
、

い
ず
れ
も
「
中
華
」

「
中
岡
」

「
人
物
」

「
西
湖
」
「
清
山
」
「
縁
水
」

こ
の
様
な
語
が
嘗
時
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
考

「
中
華
に
」
の

「
に
」
に

の
直
諜
語
乃
至
「
似
市
非
」
片
言
で
あ
り
、

え
難
い
。
但
し
長
崎
あ
た
り
で
は
、
或
は
面
白
半
分
に
中
園
人
の
口
異
似
的
に
流
行
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

嘗
る
と
こ
ろ
、
本
文
で
は
「
今
」
で
あ
る
が
、
掴
伸
一
音
で
は
「
尼
」
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
は
吉
町
氏
の
云
わ
れ
る
様
に
、

下
の

「
義
西
一
潔
格

革
翠
尼
」
と
入
れ
換
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

の
順
序
(
や
は
り
双
記
)

し
「
而
之
」
で
も
「
著
る
ち
も
の
」
と
よ
み
「
著
物
」

は
波
遜
氏
「
遊
ぶ
に
よ
し
」
か
と
も
云
わ
れ
る
が
、

に
な
っ
て
お
り
、

吉
町
氏
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
著
ち
る
物
」
と
さ
れ
た
。

「
市
之
」
は
樺
一
音
で
は
「
之
市
」

ー
レ
山
門

」

7

0

0

 

の
聞
き
誤
り
乃
至
方
言
一
音
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
と
も
思
う
。
「
挨
私
歩
餅
士
」

「
儲
」
の
文
字
の
用
法
か
ら
云
っ
て
も
や
は
り
ジ
ヤ
ク
と
よ
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
印

。

ち
各
四
の
語
棄
に
も
「
天
葵
(
月
経
の
意
〉
」
を
「
勿
鏡
(
不
滞
の
意
)
」
と
註
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
「
遊
ぶ
上
手
」
も
や
は
り
「
似
而
非
」
片
一
一
-
一
口

的
表
現
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

。。

「
木
曹
」
は
渡
遁
氏
「
心
思
も
ぞ
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、

こ
れ
は
や
は
り
吉
町
氏
に
従
っ
て
「
無
想
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

日
葡
俳
書
に

は

ECNむ
L
E
N
S
雨
形
を
出
し
て
、

双
方
共
略
主
同
じ
隷
を
施
し
て
い
る

q
p
m
r
F
Z
N
P
3
5
Z
官

E
z
-
-
o
s
E
s
q
:
4
3
1伝
2
2
2
B凶

z
r

官。】』
z.5)
現
代
詩
で
も
東
北
及
び
九
州
地
方
の
方
一
一
言
に
「
む
ぞ
い
」

「
む
ぞ
か
」

の
形
が
、
「
か
わ
い
そ
う
」
或
は
「
か
わ
い
い
」

の
意
で
用
い

ら
れ
て
い
る
事
は
周
知
の
事
寅
で
あ
る
。

日

本

風

土

記

山

歌

註

解

(

漬

同

)

入
り



五

十

周

年

記

念

論

集

。

「
禿
木
路
革
揺
」
は
樺
一
音
「
路
」
を
「
那
」
に
作
り
、

八
f、

Iι¥. 

い
さ
さ
か
問
題
の
存
す
る
詩
句
で
あ
る
が
、

「
路
」
と
「
那
」
と
は
こ
の
積
の
資
料

で
は
困
語
の
一
フ
行
一
音
及
び
ナ
行
-
音
を
表
わ
す
の
に
通
じ
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
文
字
な
の
で
、

ど
ち
ら
で
も
、

ノv、

ロ、

ヌ
、

ノ
を
通

じ
て
表
わ
し
得
る
と
思
う
。
私
は
前
後
の
文
脈
か
ら
云
っ
て
ト
ム

Y
カ
ヨ
と
よ
み
「
海
の
泣
い
こ
と
が
、
な
の
故
郷
中
華
に
蹄
る
こ
と
を
止
め

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
云
う
な
げ
き
を
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

次
の
「
那
」
の
文
字
、
上
に
つ
づ
け
て
「
止
む
る
か
よ
の
」
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
新
村
博
士
に
従
っ
て
下
に
つ
づ
け
、

。。

う
お
ち
ゃ
ろ
」
と
よ
む
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
切
意
に
も
「
不
在
我
日
本
圃
裡
」
と
あ
る
。
即
ち
「
日
木
の
中
に
は
、
あ
の
故
郷
の
西
湖
の

一寸

な

様
な
好
い
景
色
の
と
こ
ろ
は
無
い
で
ご
ぎ
い
ま
し
ょ
う
」
と
云
う
意
で
あ
ろ
う
。

「
逆
封
」
の
様
に
、
わ
ざ
わ
ざ
入
韓
の
文
字
を
こ
こ
に
置
い
た
の
は
、
や
は
り
ニ
ホ
ン
で
は
な
く
、

ニ
ッ
ポ

γ
、
乃
至
ユ
ッ
ホ

γ
と
一
云
う
促

一
耳
目
の
入
っ
た
形
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
嘗
時
の
キ
リ
シ
タ

γ
の
?
!
?
字
表
記
で
は
、
大
慨
、

Z
R
2
r
Z弓
。
P
z
f勺
。
ロ
と
一
ア
ム
う
一
一
一

通
り
の
形
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
、

い
ず
れ
か
と
云
え
ば
、
第
二
の

呂
志
ロ
に
嘗
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

叉
、
廻
文
詞

乃
革
気
格
那
多
多
和
那
担
木
里
那
密
乃
密
索
密
乃
密
那
皇
木
担
那
和
多
那
格
気
革
乃

と
と
を
の
睡
り
の
、
皆
眼
醒
め
、
浪
乗
り
艇
の
、
一
音
の
よ
き
か
な
〉

(
長
き
夜
の
、

あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

最
近
ま
で
そ
の
習
慣
の
残
っ
て
い
た
初
夢
の
賓
舶
の
絢
に
添
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
、

-、/
'
V

へ，、

ご

F
g
川
:
カ
し

つ
頃
つ
く
ら
れ
、

又
い
つ
頃
か
ら
初
夢
、
賓
船
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
更
に
は
、

こ
の
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い

て
も
、
多
く
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
に
つ
い
て
は
、

不
明
と
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
代
に
つ
い
て
も
、
勿
論
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

こ
の
種
の
歌
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
様
に
附
へ
関
さ
れ
た
惇
説
的
な
も

の
は
別
と
し
て
、

文
献
に

見
え
る
最
も
古
い
も
の
も
、
室
町
時
代
以
前
に
は
湖
れ
な
い
様
に
恩
わ
れ
る
。

こ
の
日
本
風
土
記
の
も
の
な
ど
も
、

恐
ら
く
は
そ
の
椋
な
十
日
い

韮



例
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
廻
文
」
と
云
う
特
殊
な
形
式
に
は
め
こ
む
偽
に
、

や
は
り
戎
る
程
度
の
無
理
が
冒
さ
れ
て
い
る
事
は
事
貰
で
あ
ろ
う
じ
殊
に
上
の
旬
、
「
長

き
夜
の
と
を
の
睡
り
の
皆
眼
醒
め
」
と
云
う
あ
た
り
、
意
味
は
い
さ
さ
か
明
瞭
を
快
い
て
い
る
。
「
と
を
」
は
日
本
風
土
記
の
本
文
「
と
と
を
」

。
。

と
よ
む
べ
き
字
面
に
な
っ
て
お
り
、
舗
伸
一
音
で
は
「
十
八
」
と
課
し
て
い
る
が
、
切
意
で
は
「
十
人
共
舟
、
夜
長
困
俗
、
浪
仰
舟
行
、
谷
皆
醜
看
」

と
あ
り
、
樺
一
音
の
「
八
」
は
「
人
」
の
誤
り
ら
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も
「
十
の
睡
り
」
と
云
う
の
は
、
奇
怪
な
表
現
と
云
う
ほ
か
は
な
い
。

「
降
り
」
に
は
「
担
わ
里
」
、
「
浪
乗
り
船
」
に
は
「
乃
密
那
里
が
控
」
を
あ
て
て
い
る
が
、
古
代
詩
の
パ
、

マ
行
品
目
の
一
音
償
及
び
そ
の
針
立

関
係
に
つ
い
て
は
、
現
代
語
と
少
し
異
る
黙
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
奮
稿
に
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
に
譲
り
た
い
と
思
う
が
、
結
論
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
中
世
末
期
以
前
の
バ
行
子
五
日
は
、

現
代
詩
と
逢
っ
て
つ
ぜ
〕
の
旅
な
一
音
債
を
持
っ
て

い
た
ら
し
く
、

従
っ
て
、

現
代
詩
に
比
べ
て
、

更
に
一
一
膚
マ
行
一
音
と
交
替
し
易
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

但
し

A 

./、

、

マ
行
一
訪
日
の
問
に
一
般
の
す

額
的
針
立
の
存
し
た
こ
と
は
事
賞
で
あ
る
が
、
中
に
は
、

双
方
の
形
を
持
つ
二
重
語
が
併
存
す
る
場
合
も
少
く
な
く
、
そ
の
中
の
あ
る
も
の
は

現
代
語
に
ま
で
引
つ
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
例
え
ば
サ
プ
イ
ー
サ
ム
イ
、
サ
ピ
シ
イ
、
|
サ
ミ
シ
イ
な
ど

)

0

こ
の
ヰ
プ
ソ
|
ヰ
ム
リ
も
や
は
り
そ
の

様
な
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

日
葡
馳
断
書
な
ど
に
も

zscz-zgEユ
雨
形
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る

ハ
但
し
、

後
者
の
方
を
よ
り

豆
し
い
形
だ
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
。

し
か
し
般
名
で
は
む
し
ろ
嘗
時
は
「
ね
ふ
り
」
と
書
か
れ
た
も
の
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
〉
。

要
す
る
に
、

ノず

、

マ
行
一
音
は
、
原
則
と
し
て
一
音
韻
論
的
に
匿
別
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
戎
る
場
合
に
は
、
り
て
の

.hm
別
が
あ
い
ま

い
で
、

去
わ
ば
ど
ち
ら
に
後
品
目
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
、

云
い
換
え
れ
ば
、

そ
の
直
別
が
、

意
味
の
匝
別
に
積
極
的
に
あ
ず
か
ら
な
い
と
一
千
ソ

こ
と
が
、

現
代
語
よ
り
も
屡

ζ

見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
の
場
合
の
「
眠
り
」

「
浪
乗
り
船
」
な
ど
も
恐
ら
く
そ
の
様
な
例
で
あ

り
、
改
正
日
は
恐
ら
く
「
木
」
で
表
わ
さ
れ
る
様
な
も
の
と
し
て
聞
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

日

本

風

土

記

山

敵

討

僻

(

消

印

)

、

}

-

n
J
f
-
7
4
 



最
後
に
、

五

十

周

年

飽

念

論

集

こ
の
日
本
風
土
記
巻
五
の
山
歌
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
一
音
諜
漢
字
の
表
を
掲
げ
、

ー、-
1
J
h

、

J
f
k

ノ

れ
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
嘗
時
の
園
語
の
一
音
韻
乃
至
急
日
韓
的
事
賓
の
注
意
す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
、 そ

こ
に
見
ら
れ
る
音
詳
の
一
般
的
傾
向
、

及
ぴ
そ

アカ
|カ

l ウ
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木

歩

モ

木
、
腰

ノ、

. 肉、

ポ

箔

ノレ

密

メ

一
、

モ
ウ

強t"J、.

ヤ

ヨ

揺

レ!

而
、
路
、
魯

里、旦
和J

立

ロ

六
、
路

ラ
ウ

ワ

ま
ず
、

母
一
音
一
音
節
ア
、

ヤ
、

ワ
行
一
音
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
エ
及
び
ォ
で
あ
る
が
、
従
来
も
機
曾
あ
る
毎
に
述
べ
た
様
に
、

少
く
と
も

中
闘
人
や
朝
鮮
人
の
手
に
成
っ
た
資
料
か
ら
は
、

こ
の
問
題
の
解
決
の
か
ぎ
は
つ
か
め
な
い
と
云
っ
て
よ
い
。
と
云
う
の
は
、

勿
論
、
中
岡
語

自
鰻
に
お
い
て
、

は
っ
き
り
と
守
〕
と

C
岳、

〔
。
〕
と
〔
戸
、
。
〕
と
を
区
別
し
て
表
わ
す
こ
と
の
出
来
る
文
字
、
従
っ
て
又
一
音
韻
の
鰭
系
を
持

っ
て
い
た
と
云
う
こ
と
が
殆
ん
で
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

日
本
風
土
記
の
場
合
、

エ
に
あ
て
て
い
る
「
夜
」
更
に
は
ケ
、

セ、

ア

等

エ
段
の
一
音
節
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
文
字
の
多
く
が
、

co〕
或
は
〔
目
。
〕

の
様
な
韻
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
が
直
ち
に
、

嘗
時
の
、

こ
の
資
料
に
よ
っ
て
寓
さ
れ
た
園
誇
の
ェ
:
:
:
が
、
す
べ
て
そ
の
様
に
後
一
音
さ
れ
て
い
た
と
云
う
こ
と
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
ォ
に
つ
い
て
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

ォ
に
あ
て
ら
れ
た
「
和
、
何
」

「海、

洪
」
な
ど
が
、

い
ず
れ
も
喉
昔
一
阻
母
の
文
字
で
あ
る

こ
と
は
、

た
し
か
に
注
意
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
そ
れ
が
園
語
の

〔
。
〕
〔
者
。
〕
い
ず
れ
を
寓
し
た
も
の
か
は
、

そ
う
簡

輩
に
は
き
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ガ
、
ザ
、

ダ、

パ
行
の

「
濁
音
節
」

の
表
記
法
は
、

一
概
に
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、

略
z
匿
別
さ
れ
た
文
字
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る

日

本

風

土

記

山

歌

註

解

(

横

田

)

へ
)
一
じ

d

，
{

F
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五

十

周

年

記

念

論

集

守、}
)
1

、

，ノ'目、，ノ

と
考
え
て
よ
い
。

勿
論
中
に
は
、

例
え
ば
ソ
と
ず
と
の
様
に
、

殆
ん
ど
区
別
の
な
い
か
の
様
に
見
え
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
。

こ
の
事
支

は
、
裏
返
せ
ば
、
同
時
に
寓
し
た
中
園
喬
一
音
韻
史
の
側
の
問
題
で
も
あ
り
得
る
。

こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
中
園
一
音
が
、

は
た
し
て
ど
の
地
方
の
方

一
音
の
睡
系
に
も
と
づ
く
も
の
か
は
、

そ
う
簡
車
に
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、

か
つ
て
胸
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
様
に
、

す
べ
て
が
江
新
地
方
の

「
呉
誇
」
に
よ
る
と
は
云
え
な
い
に
し
て
も
、

少
く
と
も
そ
の
要
素
の
混
入
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
回
ゅ
う
。
な
の
想
像
で
は
、

や
は
り
官

話
、
即
ち
共
通
詩
的
な
も
の
の
基
盤
の
上
に
、

恐
ら
く
は
記
録
者
自
身
の
方
言
と
思
わ
れ
る
呉
誇
の
要
素
が
自
ら
混
入
し
て
来
た
も
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

と
す
れ
ば
、

こ
の
園
語
の
清
濁
を
比
較
的
は
っ
き
り
書
き
わ
け
て
い
る
と
云
う
こ
と
も
、

や
は
り
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
見
て
よ

い
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
、
濁
一
音
を
表
わ
す
べ
き
文
字
の
前
に
、
鼻
音
の
文
字
を
用
い
る
こ
と
は
こ
の
資
料
で
も
時
々
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も

⑬

¥

ノ

、

ノ

海
東
諸
岡
紀
な
ど
に
お
け
る
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
い
(
右
の
表
中
濁
一
音
の
項
で
「
責
俺
、
草
弾
」

か
つ
て
指
摘
し
た

な
ど
と
表
わ
し
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
〉

0

し
か
も
、
特
に
サ
行
一
音
に
関
し
て
は
、

こ
の
様
な
表
わ
し
方
を
し
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

又
、
鼻
音
の
種
類
と
濁
音
の
そ
れ
と
の

し
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
を
使
い
わ
け
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、

特

舌
内
と
庭
内
と
の

「匿
貰マ別
イ奄ノ は

こ
の
資
料
に
お
け
る
中
園
一
菅
で
は
肢
に
存
在

。
¥
ノ

明
寄
」
や
、

。
¥
ノ

「
軍
捕
、

っ、ノ
知
一
蕩
」

の
様
な
例
の

針
慮
は
、

や
は
り
海
東
諸
園
紀
の
も
の
ほ
ど
巌
重
で
は
な
く
、

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

会
く
そ
れ
と
無
関
係
に
選
ば
れ
た
と
も
云
え
な
い
様
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

サ
行
子
一
音
が
〔
ω
〕
〔
」
〕
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
を
決
定
す
る
事
も
、

や
は
り
こ
の
種
の
資
料
で
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
世
、
卸
」
な

ど
が
、

は
た
し
て
云
わ
れ
る
様
に
園
語
の

〔
す
〕

を
表
わ
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
決
し
難
い
。

こ
れ
に
針
し
て
、

タ
行
一
音
の
チ
、

ツ
が
、
仮

に
破
擦
一
音
を
子
一
音
と
す
る

〔
と
』
〕

〔

g
z〕

に
襲
化
し
て
い
た
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
、

-pe
、円
μ
、

一
」
〆
牛
山

只
しー

及
び

「
料
、
紫
、

止
、
子
」
の
様
な
、

い
ず
れ
も
ア
ブ
ソ
カ

1
タ
系
の
文
字
を
こ
れ
に
あ
て
て
い
る
事
に
よ
っ
て
、
略

E

推
定
出
来
る
と
思
う
o

同
じ
こ
と
は

濁
一
音
節
ヂ
、

ヅ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
例
は
少
い
け
れ
ど
も
、
云
え
る
筈
で
あ
る
。
ヂ
ヤ
に
あ
て
て
い
る
「
揮
著
」
の

「
著
」
が
や
は
り
知
母
、



即
ち
破
探
一
音
を
子
一
音
と
す
る
文
字
で
あ
る
事
は
問
題
は
な
い
が
、

ツ

の

「
僻
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
邪
母
に
腐
す
る
も
の
で
あ
る
偽
に
、
む

し
ろ
・
摩
擦
音
〔
N

る
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
も
挿
さ
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、

組
元
任
氏
の
現
代
呉
詩
的
研

究
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
殆
ん
ど
す
べ
て
の
地
方
に
お
い
て
、

〔
奇
心
〔
N

〕
雨
形
の
併
存
が
見
ら
れ
る
様
で
、
上
海
な
ど
の
校
に
こ
れ
を
一
様
に

〔N
〕
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
む
し
ゐ
少
数
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
ら
し
い
。
と
す
れ
ば
、

こ
の

「
僻
」
も
、
或
は
、
む
し
ろ
園
語
の

Q
N
C〕
を

表
わ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

山
一
行
一
音
の
寓
し
方
は
、

へ
に
関
し
て
は
そ
の
例
が
こ
こ
で
は
見
嘗
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

...，、
、

プ
、

ホ
の
三
一
耳
目
節
に
針
し
て
は
廃
品
日
系
統
の
文

字
の
み
を
用
い
て
い
る
の
に
謝
し
て
、

「
虚
、
許
」
と
云
う
、
駿
一
音
腕
母
の
文
字
の
み
を
あ
て
る
と
一
エ
う
針
照
的
な
現
象
が
見
ら
れ

る
。
そ
れ
が
は
た
し
て
閣
詩
に
お
け
る
ヒ
と
他
の
一
音
節
と
の
子
一
音
の
差
異
に
針
膝
す
べ
き
も
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
同

ヒ
こ
+
品
、

じ
様
な
資
料
と
の
針
比
及
び
、

山
行
子
一
音
の

〔
《
円
心
か
ら
〔
}
同
〕

へ
の
襲
化
に
お
い
て
、

母
一
四
日
の
如
何
と
一
式
う
傑
件
に
よ
る
、
遅
速
の
可
能
性
か
ら

考
え
て
、
な
は
や
は
り
ヒ
に
お
い
て
比
較
的
務
化
の
早
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
稼
し
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

促
、
援
、
長
一
耳
目
の
表
わ
し
方
に
つ
い
て
は
、

そ
の
質
例
が
極
め
て
少
い
の
で
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
云
え
な
い
け
れ
ど
も
、
促
一
品
目
と
そ
の

前
の
一
耳
目
節
を
併
せ
て
「
建
」
と
云
う
入
務
の
文
字
で
表
わ
し
た
の
は
、
各
四
の
語
棄
に
お
け
る
同
穏
の
例
な
ど
を
考
え
令
せ
て
、
決
し
て
偶
然

と
は
云
え
な
い
。

こ
れ
に
劃
し
て
、
援
一
音
の
方
は
、
勿
論
、

そ
れ
と
先
行
す
る
一
音
節
を
併
せ
て
、
鼻
音
の
文
字
で
表
わ
す
の
が
原
別
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
の
場
合
の
鼻
音
が
、

こ
こ
で
は
、

「洪、

会
、
空
、
封
」

の
様
に
殆
ん
ど
す
べ
て
限
内
の
も
の
で
あ
り
、

者
内
、
庭
内
の
も
の
が
械

こ
れ
は
、
巻
四
の
語
棄
に
お
け
る
も
の
を
考
え
合
せ
る
と
き
、
む
し
ろ
、

車
な
る
偶
然
で
あ
り
、
関
語
の
扱
一
音
の
一
音
礎
的
特
徴
を
示
し
た
も
の
と
は
必
ず
し
も
云
え
な
い
様
に
思
う
。

め
て
稀
で
あ
る
こ
と
は
甚
だ
し
く
奇
異
の
感
を
輿
え
る
け
れ
ど
も
、

特
に
長
一
音
に
閲
し
て
は
、

は
た
し
て
そ
れ
が
長
音
を
寓
し
た
も
の
か
、

そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
闘
語
に
お
い
て
短
一
耳
目
形
の
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
寓
し
た
の
か
、

は
っ
き
り
し
な
い
場
合
が
多
い
け
れ
ど
も
、

「
可
、
索
、
曹
」
の
様
な
、

一
字
で
、
長
一
背
を
合
む
二
一
音
節
を
表
わ

日
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風
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記
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出
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年

記
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叫

川

崎

県

ー、
4
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'
F
2
1
 

し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
と
、

「
名
和
、

県
和
」

の
様
に
特
に
す
に
あ

て
ら
れ
る
べ
き
文
字
を
添
え
て
、

「
割
っ
て
」

潟
し
た
も
の
と
の
二
川
刊
紙

自
然
な
後
一
音
と
丁
寧
な
殺
昔
と
の
」
去
を
示
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
し
、

に
わ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
、

戎
は
か
つ
て
述
べ
た
様
に
、

割
っ
て
後
一
音
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

の
形
は
肥
前
、
肥
後
、
筑
後

戎
は
叉
、

特
に
一「

十L
L_ 

な
ど
は
、

山
首
時
の
園
語
に
お
い
て
も
一
般
に

E主(3) (2) (1) 

出
荷
「
閑
語
を
記
載
せ
る
明
代
支
那
文
献
」

凶
器
問
文

ガ
ロ
円
H

4

・L
、ト』。

"
H
1
4

一
7
J

渡
過
三
男
氏
「
謀
説
日
本
考
」
昭
和
一
八

大
東
川
版
ハ
位
。

例
え
ば
、
新
村
山
博
士
「
倭
窓
時
代
の
俗
謡
」
(
綾
南
盤
底
記
所
牧
)
、
同
村
贋
弐

氏
「
こ
ぼ
れ
松
葉
」
(
安
藤
教
授
漣
暦
刷
用
記
念
論
文
集
所
牧
)
、
藤
田
徳
太
郎
氏
校

註
、
岩
波
文
躍
'
「
悶
吟
集
」
附
録
「
室
町
小
歌
拾
遺
集
」
。

(4) 

E
m
F
は

3
2
3
3
5
3
s
α
3
5
叶
比
起
き
ロ
の
三
形
を
掲
げ
て
い
る
。

但
し

吋
h
H
Z
S
4
4
a
g
を
よ
り
正
し
い
云
い
方
と
註
し
て
い
る
。

(5) 

拙
稿
「
盟
問
末
の
促
菅
」

闘
腎
同
文

昭和一一一

O
、
-~ 

0 

)
 

-hu 
，a
，、

但
し
キ
リ
シ
タ
Y
が
原
則
と
し
て
ロ
ロ
の
形
の
み
を
採
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

れ
ば
、
捜
昔
形
は
、
少
く
と
も
標
準
的
な
云
い
方
で
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

話
し
手
の
謎
菅
の
意
固
か
ら
一
五
つ
で
も
ま
だ

¥E¥
が
同
ざ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

時
に
無
自
魔
的
に
〔
ロ
〕
(
は
〔
匂
〕
な
ど
)

の
形
で
賀
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
程
度

な
の
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。

(7) 

H
M

白
・
凶
止
に
は
】
山
口
問
。
・

4
2語、
g
m
D
・
と
あ
る
。

z
r
-
F
a
g
B
G
R
E
E
-
の
一
一
形
を
あ
げ
る
。
但
し
官
民
冊
目
。
r
r
p
g『

0

・

(8) 
出

。
ロ

)
 

ハ刊
U，Z

1・

E
m
Z
は
ペ
日
目
〉
〆
ロ
一
一
形
を
あ
げ
、
前
者
に
は
「
文
語
」
の
註
を
加
え
て
い

る
。
な
お
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
大
文
典
に
よ
れ
ば
、

Jv.μ
司一凶

地
万
で
用
い
ら
れ
た
方
言
形
ら
し
い
が
、

土
井
忠
生
博
士
も
「
近
巾
の
同
語
」
で
引

用
さ
れ
て
い
る
様
に
魔
一
本
川
本
平
家
物
語
に
「
多
い
や
ら
う
少
い
や
ら
う
を
ば
知

候
は
ず
」
の
保
な
例
が
見
え
る
の
で
、

一
時
期
前
に
は
、
こ
の
形
も
、
京
都
語
で
行

わ
れ
て
い
た
も
の
か
と
も
忠
わ
れ
る
。

、‘.，，
自

U
-
E
A
 

(
 

H
M臼

m
r
に
は
〉
ユ
m
H
E
-
-
Q
M
S
A
W
E宮
内
白
色
色
目
見
門
戸
。
芯
DbEZAd口
一

9
3月

E
3
2

円
凶

5
n
F
Z
m
w
p
z
c称
号
・
と
あ
り
、

」
の
蛍
時
肢
に
現
代
詩
的
な
意
味
に
鴨
換
し
か
け

て
い
た
ら
し
い
。

」
の
「
う
ば
」
に
つ
い
て
は
土
井
博
士
の
「
近
古
の
閑
語
」

(
八
八
一
員
)
p
-
J
h
u
沿
い

L
P
ι
U
H
 

池
が
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
云
い
方
は
、
肥
前
地
方
の
方
言
で
あ
石
と
の

H

」

と
が
ロ
ド
リ
ゲ
ス
小
文
卵
、
に
見
え
る
と
一
五
う
。

(1司

士
口
町
義
雄
氏
「
九
州
の
方
言
」
(
閥
帯
科
問
中
講
座
)
、
「
九
州
方
立
の
特
異
性
(
一
己
」

九
大
閥
文
阜
、
昭
和
六
、

A

a

o

 

--

。功

拙
稿
「
被
管
と
濁
脅
と
の
相
閥
性
の
問
地
」

同
盟
川
閥
文

昭
和
一
一
七
、
附
。

j
 

a量--E・
(
 
拙
稿
「
海
東
諸
闘
紀
に
記
鍬
さ
れ
た
日
本
の
地
名
等
に
つ
い
て
」

人
文
研
究

昭
和
二
九
、
四
。

05) 

扱
背
の
背
債
の
は
明
、
遁
に
関
し
て
、
最
沼
、
市
川
背
資
料
た
ど
に
よ
る
奥
村
一
一
.
附
氏
の

泌
が
あ
る
。
例
え
ば
「
日
本
拠
字
・
背
の
閥
系
」

(
「
訓
黙
語
と
訓
姑
資
料
」
筋

h

ハ胸)。

ヘマコ
H
U
-
-
4
.

、

f
町
州
問
ヰ
小
川
1

一↑一

-
L
、

4

•. 

、
ぜ
叶
J

7

J

J

ノ

恥

引

¥


