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懐
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め
-
-
-
･-
-
-
-
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-
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-
三
四
一
頁

イ
ス
ラ
ム
化
す
る
以
前
の
'
主
と
し
て
係
数
を
奉
じ
た
古
代
ウ
イ
グ
ル
民
族
が
猫
白
の
漢
字
書
の
鰹
系
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
'

(1)

か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
｡
そ
の
と
き
論
語
に
用
い
た
材
料
は
ト
ル
フ
ァ
ン
盆
地
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
種
類
の
併
善
書
の
小
断
片
'
す
な
わ

ち
東
ド
イ
ツ
科
挙
ア
カ
デ
-
-
所
蔵
の
《
慈
悲
俄
音
字
》
(ch
.3
24
5
:
T
Rt
D
8
3-
)00)
と
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
大
草
現
蔵
の

《
法
華
経
書
》
(傾

題
)
(同
大
畢
所
蔵
-
ル
フ
ァ
ン
文
書

N
o
.2
2
)

と
で
あ

っ
た
が
'
そ
の
分
析
に
普
た
っ
て
'
聾
調
と
聾
母
に
つ
い
て
の
議
論
だ
け
を
ひ
と
ま

ず
優
先
し
'
韻
母
に
つ
い
て
は
､
し
ば
ら
-
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
し
て
あ

っ
た
｡
い
ま
ウ
イ
グ
ル
字
書
史
の
概
観
を
試
み
る
に
営
た
っ
て
'

話
を
そ
の
韻
母
の
議
論
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
｡

上
記
二
種
の
青
荘
資
料
で
は
'
聾
調

･
聾
母
の
両
面
に
わ
た
っ
て
著
し
い
通
用
が
み
ら
れ
た
｡
聾
調
に
つ
い
て
は
'
音
節
末
に
破
裂
音
韻
届

を
も
つ
た
め
音
形
そ
の
も
の
が
他
と
は
こ
と
な
る
入
聾
は
別
と
し
て
'
平

･
上

･
表
の
三
聾
閲
の
区
別
は
ほ
ぼ
無
税
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ

三
二
九
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い
｡
聾
母
に
つ
い
て
も
'
た
と
え
ば
中
圃
音
韻
拳
に
い
う
三
十
六
字
母
は
'
唇
音

･
青
書

･
牙
喉
音

･
歯
音
な
ど
調
音
部
位
を
お
な
じ
く
す
る

(2
)

も
の
の
合
併
を
中
心
と
し
て
'
お
お
む
ね
十
四
類
に
統
合
さ
れ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
｡
そ
の
詳
細
は
前
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
-
と
し
て
'
と

も
か
-
こ
の
よ
う
な
聾
調

･
聾
母
に
お
け
る
合
併
か
ら
感
像
さ
れ
る
髄
系
は
あ
ま
り
に
も
簡
素
な
も
の
で
'
生
き
た
漢
語
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
る
と
は
殆
ど
考
え
に
-
い
髄
の
も
の
で
あ
る
｡
上
記
資
料
に
反
映
さ
れ
た
普
系
が
'
現
賓
の
漢
語
書
で
は
な
く

ウ
イ
グ
ル
語
に
取
り
入
れ

ら
れ
､
そ
の
音
韻
腔
系
に
ょ
り
同
化
さ
れ
た
ウ
イ
グ
ル
字
音
に
は
か
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
'
ま
さ
に
こ
の
理
由
に
基
づ
-
も
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
こ
と
は
聾
調
と
聾
母
の
分
析
の
み
で
十
分
に
支
持
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
'
韻
母
の
鰹
系
に
つ
い
て
状
況
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
て

お
-
こ
と
は
字
書
の
性
格
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
｡

二

《
慈
悲
慨
音
字
》

と

《
法
華
経
書
》

の
韻
母
鰻
系

以
下
に
は
先
ず
､
二
資
料
の
音
注
を
韻
据
ご
と
に
整
理
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡
被
青
笹
字
と
音
注
に
用
い
ら
れ
た
文
字
と
が
同

一
接
の
内

(3
)

部
に
納
ま
る
も
の
を
蓑
A
に
'
そ
の
枠
組
み
を
越
え
て
普
荘
し
て
い
る
も
の
を
表
B
に
示
す
｡
そ
し
て
表
A
に
お
い
て
各
揖
ご
と
に
区
分
し
た

(4)

中
を
さ
ら
に
鮎
線
に
ょ
っ
て
区
切

っ
て
あ
る
の
は
'
鮎
線
よ
り
前
が
同

一
韻
母
字
に
よ
る
昔
荘
で
あ
る
の
に
射
し
'
鮎
線
以
降
の
音
淀
が
同
擁

内
に
あ
り
つ
つ
も
開
合

･
等
位
な
ど
韻
母
を
異
に
す
る
文
字
に
よ
る
音
注
で
あ
る
｡
以
下
'
比
較
の
た
め
必
要
に
鷹
じ
て
十
世
紀
河
西
方
言
形

(.r･)

に
言
及
す
る
場
合
が
あ
る
｡
表
A
か
ら
見
よ
う
｡

[果

･
候
*
]

《
法
華
》
の
｢施
昔
唾
｣
は
開
合
が
異
な
る
が
'
ウ
イ
グ
ル
字
音
で
は
合
口
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
.
こ

の
よ
う
に
開
合
の
別
を
無
税
し
た
音
注
は
他
揖
に
も
例
が
あ
り
'
聾
母
の
種
類
如
何
に
関
わ
ら
な
い
｡
《
慈
悲
俄
》
の
｢症
書
差
｣
は
表
面
的
に



は

1
二

1等
の
適
用
例
と
な
る
が
､
聾
符
を
同
じ
-
す
る
文
字
に
よ
る
音
注
で
あ

っ
て
'
こ
の
種
の
例
に
多
-
の
意
味
を
求
め
る
の
は
無
理
が

あ
ろ
う
｡
他
の
都
合
五
例
は
同

l
韻
母
に
よ
る
香
淀
で
あ
る
O

[遇
撮
]

《
慈
悲
俄
》
'
《
法
華
》
に
各

一
例
､

魚

(語
)
韻
と
虞
(費

･
遇
)
韻
の
通
用
が
見
え
る
｡

(楚
書
荘
'
徐
書
取
)
こ
こ
で
は
恐
ら

く
ど
ち
ら
に
も
母
一昔
u
あ
る
い
は
O
を
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
魚
虞
雨
韻
の
近
さ
は
､
賓
は
十
世
紀
河
西
方
言

と
は
際
だ

っ
た
対
比
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
河
西
方
言
で
は
'
魚
韻
は

＼
y
＼
'
虞
韻
は

＼
iu
＼
と
考
え
ら
れ
'
前
者
は
止
擬
開
口
字
と
し
ば
し

ば
通
用
さ
れ
る
事
は
あ

っ
て
も
､
虞
韻
と
通
じ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ

っ
た
o
こ
の
鮎
は
注
意
を
要
す
る
｡
ま
た

《
慈
悲
俄
》
に

1
等
字

と
三
等
字
の
適
用
例
が
二
例
見
え
る
｡
上
に
見
た
合
口
要
素
の
場
合
と
同
じ
-
物
音
要
素
も
無
税
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ

る
が
'
｢鈴
音
烏
｣
の
如
き
例
は
ウ
イ
グ
ル
語
の
音
韻
腔
系
内
部
で
も
､
例
え
ば

yu

と

u
と
し
て
語
頭
子
音
の
有
無
に
よ
り
簡
単
に
区
別
で

き
た
筈
で
あ

っ
て
'
単
純
に
は
解
し
難
い
鮎
が
あ
る
｡
今
し
ば
ら
-
後
考
を
倹
つ
｡

[蟹
擬
]

蟹
擬
で
は
､
鮎
線
以
降
の
例
が
多
い
の
で
､

一
見
大
き
な
合
併
が
起
こ
っ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
が
'
仔
細
に
見
る
と
同

一
等
位

の
誤
ど
う
し
の
膏
荘
'
す
な
わ
ち

1
等
海

･
代
讃

(晴
着
の
上

･
去
聾
)
･
除
韻

(代
韻
の
合
口
)
と
泰
韻
､
二
等
の
怪
韻
と
夫
誤
聞
の
普
注
の

多
い
の
が
わ
か
る
｡
こ
れ
ら
の
韻
は
い
わ
ゆ
る

一
二

一等
量
韻
と
言
わ
れ
る
も
の
で
､
唐
代
の
早
い
時
期
に
す
で
に
合
併
し
て
い
た
韻
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
問
題
と
す
る
に
足
り
な
い
｡
ま
た

1
･
ll等
を
通
じ
て
の
書
経
も
相
常
数
見
ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
ウ
イ
グ
ル
字
書
と
し
て
は

1
･
二

等
の

a
母
音
の
虞
狭
を
区
別
し
え
な
い
等
で
あ
る
か
ら
普
然
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
問
題
と
す
べ
き
は

｢怪
音
蓋
｣
で
あ

っ
て
､

一

二
等
の
違
い
以
外
に
開
合
の
区
別
も
無
税
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
頭
子
音
が
牙
音
で
'
本
来
開
合
の
区
別
が
も

っ
と
も
現
わ
れ
や
す
い
僕
件
に

(6
)

あ
る
｡
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
合
口
要
素
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
引
-
も
の
で
あ
る
｡

[止
擁
]

《
法
華
》
の
4
例
を
除
き
､
他
の
書
注
は
支

･
脂

･
之

･
徴
韻
を
通
用
し
て
い
る
｡
こ
の
止
擬
四
韻
の
合
併
は
漢
語
史
内
部
で
も
十

分
説
明
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
､
ウ
イ
グ
ル
字
音
と
し
て
も
至
極
嘗
然
の
こ
と
と
い
え
る
｡

ウ
イ
グ
ル
字
青
史
大
概
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[裁
揖
]

鮎
線
よ
り
左
の
例
が
な
い
｡
ウ
イ
グ
ル
字
音
と

し
て
は

1
二

一等
に

-a
u

あ
る
い
は

･
a

u
'

三

･
四
等
に

Ie
u
あ
る
い
は
･iu
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､
こ
れ
ら
の

各

々
に
適
用
例
が
な
い
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

[流
揖
]

こ
の
擬
も
'
合
計
五
例
中
に
唯

1
例
'
幼
(幽
)

誤
と
有

(尤
)
誤
の
通
用
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
.
そ
し

て
こ
の
通
用
は
漢
語
史
か
ら
も
説
明
の
つ
-
も
の
で
'
こ

こ

で
は
問
題
に
し
な
-
て
も
よ
い
｡
す
な
わ
ち

｢慧
琳
音
義
｣

の
代
表
す
る
唐
代
後
期
の
秦
音

で
は
､
幽
韻
は
す
で
に
尤
韻

(7)

に
合
流
し
て
い
る
｡

[威
括
]

通
用
の
状
態
か
ら
見
る
と
'

二

二
等
を

一
類
､

三

･
四
等
を

一
類
と
す
る
よ
う
な
区
別
を
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
｡
恐
ら
-
は
前
者
が

･a
m

(la
p
)
､
後
者
が

･em
(Iep)

の
よ
う
な
宴
現
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
｡

[深
溝
]

計
二
例
｡
完
全
な
同
音
音
注
で
あ
る
｡

[山
積
]

こ
の
癖
に
は
相
普
数
の
例
が
あ
る
が
'
粘
線
以

左
の
普
注
は
計
七
例
｡
ほ
と
ん
ど
が
三

･
四
等
の
通
用
で
あ

る
｡
威
擬
と
平
行
し
て
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
'

1



ウ
イ
グ

ル
字
青
史
大
概

二

l等
に

Ian(･ar)
､
三

･
四
等
に

･en(Pe
r)
を
想
定
で
き

る
｡
こ
こ
で
も
開

･
合
を
越
え
た
香
淀
が

一
例
(開
音
閲
)
見

ら
れ
る
の
が
注
意
さ
れ
る
｡

[褒
据
]

｢旬
音
寸
｣
と
い
う
書
注
は
'
と
も
に
合
口
字
な

が
ら
三
等
字
を

1
等
字
で
音
注
し
た
か
た
ち
に
な

っ
て
い
る
｡

こ
う
い
う
場
合
は
三
等
の
物
音
要
素
が
捨
象
さ
れ
た
も
の
と

見
な
し
'
s
u
n
を
考
え
る
の
が
無
難
で
あ
る
｡

｢旬
｣
は
と(8

)

も
か
-
'
｢寸
｣
に

stin
を
考
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
O

森
横
の
字
書
は
基
本
的
に
は
開
口

･in
.
合
口

･u
n
と
考
え

て
よ
い
(
三
等
合
口
な
ら
ば

-缶
ロ
)
｡

し
か
し

｢宿
昔
本
｣
は

な
か
な
か
厄
介
で
あ
る
｡
｢本
｣
は
普
通
に
は

b
u
n
と
考
え

ら
れ
る
が
､
同
誤
字
の

｢門
｣
な
ど
の
層
音
字
は
ウ
イ
グ
ル

(9
)

文
献
中
に

･Y
N
で
蔦
さ
れ
貴
際
に
は

･.in
を
表
し
て
い
る

か
ら
､
い
ま

｢本
｣
に

bTin
書
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
｡
た
だ
そ
れ
で
も

｢績
｣
字
は
異
議
の
韻
囲
四
等
欄
に
置

か
れ
る
文
字
で
'
漢
語
原
音
で
も
本
来
口
蓋
性
の
強
い
介
昔

を
持

っ
て
い
た
｡
ウ
イ
グ
ル
字
書
で
も
嘗
然
b
in
と
な
る
は

ず
で
あ

っ
､て
'
bh

と
は
考
え
に
-
い
｡
何
ら
か
の
理
由
で

三
三
三



三
三
四

b
tt.n
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
｡

[宕
揖
]

宕
榛
は
同
音
音
荘
の
み
｡
す
な
わ
ち
鮎
線
よ
り

左
の
例
が
な
い
｡

[曾
揖
]

曾
損
も
同
音
音
注
の
枠
を
出
る
も
の
が
少
な
い
｡

唯

一
例

｢渦
平
等
｣
は
反
切
に
ょ
る
昔
荘
で
あ
る
が
､
反
切

下
字

｢等
｣
が

一
等
字
で
'
蹄
字

｢渇
｣
が
三
等
字
で
あ
る

こ
と
が

一
見
奇
妙
に
感
じ
ら
れ
る
｡
し
か
し
曾
揺
ほ
お
そ
ら

-

1
二
二
等
と
も
に
･
i
q

(
･
i
g
)

で
あ

っ
て
み
れ
ば
'

こ
の

よ
-
な
香
淀
は
有
-
得
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

[通
横
]

こ
の
横
で
は
粘
線
よ
り
左
に
二
例
あ
り
､
と
も

に
東
韻
三
等
と
鍾
轟
と
の
通
用
で
あ
る
｡
漢
語
史
か
ら
見
る

と
'

｢慧
琳
音
義
｣
で
は
､

こ
の
二
韻
母
を
区
別
す
る
が
'

十
世
紀
河
西
方
言
で
は
封
鷹
す
る
入
聾
韻
を
除
き
合
流
し
て

い
る
.

字
音
と
し
て
も
同
じ

･
(i)u
l]
を
考
え
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
｡
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
､
こ
の
ウ
イ
グ
ル
字
書

の
基
礎
と
な

っ
た
漢
語
原
音
が
比
較
的
古
い
も
の
と
す
れ
ば

最
初
は
母
音

･

uヽ

?

の
区
別
を
有
し
た
も
の
が
後
に
ウ
イ



表

B
‥
横
の
枠
組
み
を
越
え
て
音
注
す
る
も
の

ウ
イ
グ
ル
字
書
史
大
概

グ
ル
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
流
し
た
も
の
と
解
き
ね
ば
な

ら
な
い
｡

[梗
轟
]

梗
接
の
場
合
も
三

･
四
等
誤
の
通
用
と
､
二
種

の
二
等
誤
の
通
用
の
み
で
､
揺
内
部
で
は
と
く
に
説
明
が
必

要
な
普
注
は
な
い
｡

表

B
は
横
の
枠
組
み
を
越
え
て
音
注
す
る
も
の
で
'
表
A

に
比
べ
る
と
嘗
然
な
が
ら
そ
の
数
が
極
め
て
少
な
く

合
計

し
て
も
十

1
例
に
す
ぎ
な
い
O
か
つ
そ
の
中
に
は
偏
傍
を
同

じ
く
す
る
た
め
の
謹
み
違
い
に
基
づ
-
も
の

(難
書
取
)
や
､

字
形
の
類
似
か
ら
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
も
の

(頃
普
強
､

頃
を
項
と
謹
ん
だ
も
の
か
?
)
も
含
ん
で
い
る
｡
年
数
に
近

い
五
例
と
い
う
か
な
り
ま
と
ま

っ
た
数
で
現
れ
る
の
は
'
そ

の
中
に
あ

っ
て
'
止
癖
合
口
と
遇
横
合
口
の
通
用
で
あ
る
｡

止
掃
合
口
字
は
敦
塩
の
蕨
漢
封
書
資
料
で

･u
と
罵
さ
れ
る

こ
と
が
普
通
で
あ
り
､
同
じ
敦
塩
の
音
荘
類
で
も
こ
こ
と
同

じ
よ
う
な
遇
揖
合
口
虞
韻
と
の
通
用
が
見
ら
れ
る
.
止
擦
合

口
字
は
漢
語
原
音
で
も
す
で
に
末
尾
の
･i
l音
を
弱
化
さ
せ
て

お
り
､
聞
こ
え
の
上
で
は

･u
に
相
嘗
接
近
し
て
い
た
も
の

三
三
五
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と
思
わ
れ
る
｡
ウ
イ
グ
ル
字
音
は
こ
れ
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
｡
た
だ
し
痴
漢
封
書
な
ど
の
資
料
が
反
映
す
る
漢
語
で
は
､
魚
韻
と

の
通
用
は
稀
で
あ

っ
て
､
こ
こ
で

｢愚
書
於
｣
や

｢委
音
於
｣
の
よ
う
な
音
注
が
現
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
相
違
鮎
で
あ
る
｡

そ
の
他
の
香
淀
を
見
る
と
､
ま
ず

｢覆
音
父
｣
は
'
尤
韻
層
音
字
が
軽
唇
音
化
を
経
て
虞
韻
に
韓
じ
て
い
た
と
さ
れ
る

｢慧
琳
音
義
｣
に
見

え
る
如
き
状
態
を
反
映
す
る
も
の
で
､

漢
語
史
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ
る
｡

｢卓
圭
六

[反
]
｣
に
つ
い
て
は
'
蹄
字
に

c
o
r
が
期
待
さ
れ
る

に
関
わ
ら
ず
反
切
下
字
か
ら
す
れ
ば

cur
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
鮎
に
説
明
の
困
難
が
存
在
す
る
.

単
な
る
香
淀
時
に
お
け
る
疏
漏
か
､
あ

る
い
は

｢卓
｣
字
が

cor
か
ら

cu
r
に
棒
じ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
.
ウ
イ
グ
ル
文
字
で
は

u
と

0
と
は
同
じ
文
字
W
で
表
記
さ
れ
る

た
め
に
文
字
面
で
は
韓
昔
の
傑
件
が
無
-
は
な
い
と
い
え
る
が
､

1
例
の
み
で
あ
る
た
め
決
定
的
な
こ
と
は
い
え
な
い
｡
曾
横
と
梗
横
の
通
用

が
二
例
見
ら
れ
る
が
､
こ
れ
は
三

･
四
等
で
は
ウ
イ
グ
ル
字
音
の
母
音
が
と
も
に

･i･

で
あ

っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
す

な
わ
ち

｢放
音
平
｣
で
は
と
も
に

bil]
が
想
是
さ
れ
､
｢疎
音
力
｣
で
は

tig
が
想
定
さ
れ
る
.

表
B
は
以
上
で
轟
き
る
が
､
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
例
え
ば
十
世
紀
敦
塩
で
作
ら
れ
た
書
経
類
に
頻
見
す
る
よ
う
な
､

梗
撮
字
が
蟹
横
字
の
音
注
に
用
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
例
が
皆
無
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
種
の
昔
荘
例
が
十
世
紀
敦
塩
で
は
極
め
て
数
多

-
'
そ
れ
ら
が
む
し
ろ
普
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
て
非
常
に
目
だ
つ
鮎
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
て
よ
い
｡

以
上
'
《
慈
悲
俄
》
と

《
法
聾
》
の
音
注
を
各
揖
ご
と
に
分
か
っ
て
簡
単
に
眺
め
た
｡
そ
の
結
果
を
絶
合
す
る
と
､
こ
れ
ら
二
種
の
普
荘
資
料

は
韻
母
の
通
用
の
面

で
'
(
1
)
1
･
二
等
閲
の
母
音
の
区
別
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
'
(
二
)
合
口
要
素
が
し
ば
し
ば
捨
象
さ
れ
る
こ
と
､
(
≡
)
物

音
要
素
も
時
に
無
税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
､
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
'
漢
語
と
し
て
の
本
来
あ
る
べ
き
区
別
を
逸
脱
し
て
ウ
イ
グ
ル
的
な
側
面

を
垣
閲
見
せ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
聾
母

･
聾
調
の
面
に
お
け
る
大
幅
な
合
併
と
平
行
し
た
､
韻
母
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
字
書
的
性
格
と
考
え
て

よ
い
｡
し
か
し
韻
母
鰭
系
全
鰭
か
ら
判
断
さ
れ
る
漢
語
原
書
は
果
た
し
て
何
時
い
か
な
る
時
代
の
い
か
な
る
種
類
の
も
の
か
と
い
う
と
'
韻
栃

の
枠
を
越
え
て
音
荘
す
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
と
お
り
'
か
な
り
保
守
的
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
上
に
も
少



し
解
れ
た
よ
う
に
'
十
世
紀
の
河
西
万
事
音
と
比
較
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
｡
十
世
紀
河
西
方
言
の
音
韻
で
は
'
漢
語
史
的
脈
絡
に
お
い
て
さ

ま
ざ
ま
な
新
し
い
改
愛
を
示
す
中
に
あ

っ
て
､
な
か
ん
ず
-
梗
横

工
右
横
の

･l]
韻
尾
が
圭
母
音
を
鼻
音
化
さ
せ
つ
つ
消
失
す
る
と
い
う
鮎
が

(10
)

際
だ

っ
た
特
徴
で
あ

っ
た
｡
敦
塩
蔵
経
洞
発
見
の
戒
漢
封
書
資
料
弟
二
類
や

コ
-
タ
ン
･
ブ
ラ
ー
フ
-
-
文
字
樽
籍
資
料
な
ど

(
こ
れ
ら
は
十

世
紀
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
)
で
､
梗
擬
字

･
宕
擁
字
を
富
す
場
合
'
･l3
着
尾
が
ま

っ
た
-
表
記
さ
れ
な
い
こ
と
や
'
十
世
紀
敦
塩
霜
本
の
別

字

･
異
文
及
び
昔
荘
類
な
ど
で
梗
擬
字
が
蟹
癖
字
と
し
ば
し
ば
通
用
す
る
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
普
着
特
徴
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
る

に
い
ま
我

々
が
扱

っ
て
い
る
二
種
の
併
善
書
が
こ
う
い
っ
た
特
徴
を
ま

っ
た
く
示
さ
な
い
こ
と
は
'
少
な
-
と
も
そ
の
漢
語
原
音
が
河
西
の
方

言
音
と
は
別
種
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
と
す
れ
ば
そ
の
漢
語
原
音
の
由
来
は
何
に
求
め
る
べ
き
か
｡

さ
て
唐
代
以
降
の
河
西
地
方
の
､
個
別
具
腔
的
に
は
敦
塩
と
い
う
土
地
に
お
け
る
漢
語
方
言
の
消
長
を
跡
づ
け
る
材
料
を
'
幸
い
に
し
て
わ

れ
わ
れ
は
か
な
り
豊
富
に
有

っ
て
い
る
｡
敦
短
慮
経
洞
費
兄
の
戒
漠
封
書
資
料
第

一
類
は
第
二
類
に
比
べ
て
古
い
性
格
を
も

っ
た
資
料
で
あ
る

が
'
こ
れ
ら
の
資
料
は
ラ
サ
の
唐
蕃
曹
盟
碑
の
封
書
と
近
い
性
格
を
有
し
'
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
首
都
長
安
の
言
語
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
は
宕
揖

･
梗
擬
は
ほ
ぼ
完
全
に
保
た
れ
て

･ang'
･
eng
の
よ
う
に
霜
さ
れ
'
河
西
方
言
を
反
映
す
る
弟
二
類
の

資
料
が

･〇
'

･e(i)の
よ
う
に
富
す
の
と
封
照
的
な
扱
い
を
見
せ
る
｡
そ
し
て
後
者
の
扱
い
こ
そ
が
'
上
記
の
河
西
方
言
諸
資
料
に
共
通
の
扱
い

で
も
あ

っ
た
.
こ
れ
を
歴
史
的
に
解
樺
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
敦
燈
で
は
唐
代
の
標
準
語
た
る
長
安
方
言
が
中
央
の
行

政
用
語
と
し
て
歴
倒
的
な
規
範
力
を
も

っ
て
い
た
が
'
敦
塩
で
は
7
86
[
7
年
に
始
ま
る
前
後
七

〇
年
に
及
ぶ
吐
蕃
支
配
期
'
さ
ら
に
は
そ
の
後

を
承
け
た
8
4
8
年
以
後
の
蹄
義
軍
政
権
下
に
お
い
て
次
発
に
河
西
土
着
の
方
言
が
有
力
に
な
り
'
十
世
紀
に
な
る
と
中
央
政
府
と
の
関
係
も

1

暦
微
弱
に
な
り
,

つ
い
に
は
既
に
賓
質
上
猪
立
し
た
小
国
家
た
る
曹
氏
蹄
義
軍
の
も
と
で
は
長
安
方
言
の
影
響
か
ら
ま

っ
た
く
脱
却
し
た
の
で

あ
る
｡
こ
れ
は
敦
塩
を
中
心
と
し
た
河
西
地
方
の
出
来
事
で
あ
る
が
､
同
じ
こ
と
が
-
ル
フ
ァ
ン
で
も
生
起
し
た
と
考
え
て
決
し
て
不
思
議
で

は
な
か
ろ
う
｡
唐
盛
時
の
名
残
た
る
長
安
方
言
の
漸
次
的
な
衰
微
と
土
着
方
言
の
相
対
的
な
地
位
向
上
で
あ
る
｡
ウ
イ
グ
ル
が

モ
ン
ゴ
リ
ア
の

ウ
イ
グ

ル
字
青

史
大
概

三
三
七
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故
地
を
逐
わ
れ
て
東
部
天
山
の
南
北
麓
に
移
住
す
る
の
は
九
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
､
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
長
安
方
言
も
講
書
音
の
形
で

残

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
､
ま
た
話
し
言
葉
と
し
て
の
土
着
方
言
も
存
在
し
て
い
た
.
ウ
イ
グ
ル
字
音
の
鰹
系
は
お
そ
ら
-
長
安
方
言

(あ

る
い
は
そ
の
ト
ル
フ
ァ
ン
的
な
襲
異
形
)
を
基
礎
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
昔
系
が
敦
煙
の
蔵
漠
封
書
資
料
弟

1
類
に
近
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る
｡
さ
ら
に
言
え
ば
､
痕
漠
封
書
資
料
弟

1
類
で
は
､
河
西
方
言
の
影
響
を
受
け
て
､
魚
韻
が
止
揖
開
口
字
と
同
じ
-

･i
で
宕
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
｡
し
か
し
昏
盟
碑
の
封
書
で
は
こ
の
現
象
は
皆
無
で
あ
り
､
む
し
ろ
魚
韻
は
虞
韻
と
同
じ
-

･u

で
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
上
で

見
た
よ
う
に
ウ
イ
グ
ル
字
音
の
扱
い
と

T
致
す
る
O
こ
れ
は
ウ
イ
グ
ル
字
音
が
長
安
方
言
に
基
づ
-
と
考
え
ら
れ
る
い
ま

T
つ
の
板
嬢
で
あ
る
O

三

も
う

一
つ
の
字
音

こ
こ
で

一
旦
ウ
イ
グ
ル
文
戯
白
身
に
眼
を
樽
じ
る
と
､
そ
こ
に
現
れ
る
漢
語
由
来
語
柔
の
音
韻
鰹
系
は
賓
に
河
西
方
言
型
の
そ
れ
で
あ
る
こ

(;
)

と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
も

っ
と
も
豊
富
に
漢
語
語
柔
を
含
む
文
献
は
十
世
紀
末
か
ら
十

一
世
紀
初
頭
に
活
動
し
た
北
庭
出
身
の
ウ
イ
グ
ル
恰
シ

(12
)

ソ
コ
･
サ
リ

･
ト
ゥ
ト

ゥ
ン
(
y

t

'I]
q
O
･抑
a
ti
･tutul3-勝
光
闇
梨
都
統
)
が
詩
出
し
た
《
慈
恩
侍
》
で
あ
る
が
､
以
後
十
四
世
紀
に
至
る
ま
で
ウ

イ
グ
ル
文
厭
に
見
え
る
漢
語
の
音
形
式
は
基
本
的
に
す
べ
て
こ
の
方
式
に
従

っ
て
い
る
｡
そ
う
す
る
と
我
々
は

《
慈
悲
俄
》
'
《
法
華
》
と
い
う

併
善
書
注
に
基
づ
き
､
そ
の
健
系
を
ウ
イ
グ
ル
字
音
の
鰹
系
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
ウ
イ
グ
ル
文
献
の
反
映
す
る
藻
琴
音
は
ウ
イ

グ
ル
字
音
で
は
な
-
､
ま
た
翻

っ
て
言
う
な
ら
ば
ウ
イ
グ
ル
字
音
は
ウ
イ
グ
ル
文
献
中
に
用
い
ら
れ
た
漢
語
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
＼つ
て
し
ま
う
｡
わ
れ
わ
れ
が
今
､
ウ
イ
グ
ル
字
音
と
考
え
て
い
る
陛
系
は
あ
る
い
は
併
典
讃
詞
書
と
い
-
よ
-
な
役
割
を
拾

っ
た
字
音

で
あ

っ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡
九
世
紀
'
ウ
イ
グ
ル
が
-
ル
フ
ァ
ン
地
方
を
手
中
に
し
た
時
へ
か
の
地
に
は
な
お
多
-
の
漠
人
倫
が
い
た
と

考
え
ら
れ
る
が
､
日
常
の
脅
話
は
と
も
か
-
､
そ
の
経
典
講
諭
に
使
用
し
た
の
は
唐
代
の
標
準
音
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ウ
イ
グ
ル
は
中
国
併



教
を
擁
取
し
て
い
-
過
程
で
こ
の
経
典
讃
請
書
を
も
ま
た
採
用
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
て
こ
の
地
方
で
日
常
用
い
ら
れ
る
漢
語
は
御
多
分
に

洩
れ
ず
河
西
方
言
型
の
も
の
で
あ

っ
て
'
ウ
イ
グ
ル
が
漢
語
か
ら
併
典
を
自
ら
の
言
語
に
潮
諾
す
る
時
に
は
'
讃
請
書
を
用
い
ず
に
自
然
と
こ

の
河
西
方
言
型
の
も
の
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ウ
イ
グ
ル
諾

｢
天
地
八
陽
紳
呪
経
｣
の
ロ
ン
ド
ン
本
は
敦
塩
蔵
経
洞
貴
兄
品
で
'
そ
の
事

賓
か
ら
も
十

7
世
紀
初
頭
を
下
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
小
田
素
典
氏
は
'
そ
こ
に
見
え
る
イ
ン
ド
系
借
用
語
が
ウ
イ
グ
ル
文

献
で
は
早
い
時
期
に
改
悪
さ
れ
る
ソ
グ
ド
語
形
に
基
づ
き
'
ま
た
漢
字
の
陽
の
音
詩
が
ト
ル
フ
ァ
ン
本
の

y
o
で
は
な
く

y
a

n
g
に
な

っ
て

(13
)

い
る
こ
と
な
ど
か
ら

ロ
ン
ド
ン
本
の
テ
キ
ス
-
が
ト
ル
フ
ァ
ン
本
よ
り
も
古
い
と
考
え
て
い
る
｡
小
田
氏
の
考
え
は
勿
論
正
し
い
と
思
わ
れ
る

が
'
私
見
に
し
た
が
え
ば

ロ
ン
ド
ン
本
は
唐
代
標
準
音
が
な
お
ま

っ
た
-
経
典
責
請
書
に
拐
際
し
て
お
ら
ず
'
経
題
の
書
籍
に
方
言
形
の

p
ar

y

o
ki
を
以
て
す
る
に
は
蒔
蹄
さ
れ
た
時
代
の
産
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
漢
語
か
ら
の
ウ
イ
グ
ル
芹
と
し
て
ほ
最
も
古
い
層
に
屠

す
る
も
の
と
い
え
る
｡

経
典
讃
詞
書
と
し
て
の
ウ
イ
グ
ル
字
書
の
侍
統
は
比
較
的
早
-
に
成
立
し
'
前
稿
で
述
べ
た
よ
-
に
'
少
な
-
と
も
元
代
後
期
ま
で
は
存
積

し
た
と
思
わ
れ
る
が
､
時
の
推
移
に
し
た
が
い
ウ
イ
グ
ル
文
献
に
現
れ
る
よ
う
な
河
西
方
言
型
の
字
音
膿
系
も
ま
た
そ
れ
と
は
別
個
に
字
音
と

し
て
形
成
さ
れ
て
行

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
｡

(14
)

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
カ
ラ
氏
が
紹
介
し
た
資
料
に
､
次
の
よ
う
な
漢
語
の
沸
教
韻
文
を
ウ
イ
グ

ル
文
字
で
樽
富
し
た
も
の
が
存
在
す
る
｡

y

u

v

.iy

S
u

t
a
y

y

o

q
y

o
q

S
in

J

y

i

e

[
a
]
y

q

a
y

S
u

s

a
q

°
a
y

q

'i
v
(

a
)

又

馬
如

来

浴

浴

身

以

斎

戒

水

塞

戒

垢

惣

q
a
lt
t

[

a
]
y

q

a
y

y

i

v

'iy

g
in
g

＼

S
i
q
u

k

i

li

si
s

i

S

i

世

間

斎

戒

以

馬

勝

是

政

敬

薩

清

浄

師

ウ
イ
グ

ル
字
音
史
大
概

三
三
九
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三
四
〇

こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
富
民
も
な
-
文
書
掌
的
な
情
報
が

1
切
妖
如
し
て
お
り
時
代
を
想
定
す
る
手
だ
て
が
な
い
の
だ
が
'
言
語
的
に
は
は

っ
き
り
と
し
た
特
徴
を
持

っ
て
い
る
｡
敬

ki'
清

si'
浄

si
の
よ
う
に
梗
撒
字
が

･i
で
寓
さ
れ
て
曾
擁
字
の
勝
の

⊥ロgと
封
立
し
て
い
る
の

は
'
ウ
イ
グ
ル
文
献
中
の
漢
語
の
扱
い
と
同
じ
で
'
ま
さ
に
河
西
方
言
型
の
讃
接
で
あ
る
｡
こ
れ
を
生
き
た
漢
語
を
そ
の
ま
ま
に
ウ
イ
グ
ル
字

で
暮
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
ろ
う
が
'
漢
語
原
書
が
そ
れ
ぞ
れ
清
母

(辛ts.･)'
従
母
(
*
d
z
･)

で
あ
る

｢清
｣
'
｢浄
｣

を
と
も
に

si
と
霜
し
て
い
る
の
な
ど
は
'
す
で
に
ウ
イ
グ
ル
化
し
た
字
書
が
背
景
に
あ
る
と
す
る
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
思
え
る
｡

十
世
紀
末
か
あ
る
い
は
十

1
世
紀
の
初
頭
'
シ
ン
コ
･
サ
-

･
ト
ゥ
ト
ゥ
ン
が

｢慈
恩
侍
｣
を
辞
し
た
時
に
は
努
め
て
賓
際
の
漢
語
書
を
富
そ

う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
'
そ
の
と
き
漢
語
の
歯
頭
書
は
多
-
が

ts･
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(15
)

こ
の
種
の
字
音
鰹
系
が
別
に
存
在
し
た
明
か
な
護
接
は
'
十
三
世
紀
末
の
い
わ
ゆ
る
ピ
ン
ト
タ
ン
文
書
と
呼
ば
れ
る
契
約
文
書
に
あ
る
｡
こ

の
文
書
は
あ
わ
せ
て
四
種
の
文
書
か
ら
な
る
が
'
漢
文

･
ウ
イ
グ
ル
文
両
文
で
書
か
れ
て
い
る
第

一
文
書
の
漢
文
部
分
に

｢
達
意
｣
と
し
て
現

(16
)

れ
る
人
物
が
'
第
四
文
書
の

tigui
taimi
と
い
う
人
物
に
嘗
た
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

こ
こ
で
は

｢定
｣
が

tin
g
で
は
な
-

1n
g
を
落

と
し
た

ti
で
富
さ
れ
て
い
る
｡
あ
る
い
は

tigui
の

ti
を

｢定
｣
と
い
う
漢
字
で
富
し
て
い
る
｡
そ
の
関
係
の
ど
ち
ら
が
賓
際
に
即
し
て

い
る
か
'
こ
こ
で
は
特
に
問
わ
ず
と
も
よ
い
｡
こ
の
文
書
は
す
で
に
元
朝
期
の
も
の
で
あ

っ
て
'
こ
の
時
代
に
な
る
と
元
朝
期
に
特
有
の
お
そ

ら
-
大
都
音
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
新
し
い
音
鰹
系
が
流
入
し
盛
ん
に
用
い
ら
れ
始
め
た
.
第
三
文
書
に
現
れ
る
官
職
名
の
按
察
使

anea抑i
は

(17
)

ま
さ
に
入
聾
韻
尾
の
な
い
こ
の
新
し
い
形
を
用
い
て
い
る
｡
新
し
い
音
は

｢赤
都
護
高
島
三
世
励
碑
｣
'
｢大
元
粛
州
路
也
可
達
魯
花
赤
世
襲
之

(18
)

(19
)

碑
｣
と
い
っ
た
十
四
世
紀
の
碑
文
類
に
は
普
通
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
十
干
や
建
除
十
二
神
の
名
前
な
ど
は
特
別
な
借
用
語
柔
と

し
て
､
元
朝
期
の
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
中
に
あ

っ
て
も
古
い
普
形
式
を
保
存
し
墳
け
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
易
い
が
'
｢達
意
｣
は

人
名
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡
ど
う
し
て
も
背
景
に
字
書
の
存
在
を
考
え
ね
は
理
解
が
難
し
い
の
で
あ
る
｡
同

様
に
'
秀

一
文
書
の
漢
文
部
分
に
見
え
る

｢阿
健
｣
は
第

1
･
第
二

･
弟
三
文
書
す
べ
て
に
見
え
'
a
d
a
叫
と
な
っ
て
い
る
｡
｢鰹
｣
は
元
朝
期



大
都
音
を
反
映
す
る
と
考
え
て
よ
い

｢中
原
音
韻
｣
で
は
斉

･
徽
韻
に
廃
し
'
そ
の
昔
は
t
.i
と
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た

｢意
思
停
｣

で
も
蟹
揖
四
等
字
を
･
Y

(

･i)
で
富
し
て
い
る
か
ら
'
こ
こ
に

d
a
Oi
と
な

っ
て
い
る
の
は
ず

っ
と
古
い
字
書
を
考
え
ね
ば
説
明
が
つ
か
な
い
で

(20
)

あ
ろ
う
｡
と
も
あ
れ
元
朝
普
代
の
音
と
は
異
な

っ
た
字
音
が
存
在
し
た
こ
と
の
傍
護
の

1
で
は
あ
る
.

A

bitaki
と
い
う
題
記
を
ふ
っ
1
群
の
ウ
イ
グ
ル
鴬
本
が
存
在
す
る
｡
こ
れ
が
阿
爾
陀
経
の
書
籍
で
あ
る
こ
と
は

1
日
に
し
て
明
か
で
あ
る

が
'
貴
際
に
は
阿
爾
陀
経
そ
の
も
の
で
は
な
く

白
蓮
社
が
関
係
す
る
諸
経
論
を
薙
探
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
｡
そ
し
て
賓
際

に

p
a
q
lin
m
i
ki
(白
蓮
政
経
)
の
名
も
現
れ
て
い
る
と
い
う
｡
百
済
康
義
氏
と
ベ
ー
タ

ー

･
ツ
ィ
-
メ
氏
は
'
こ
の
経
の
書
籍
形
式
が

｢元

朝
代
の
書
籍
と
異
な

っ
て
お
り
'
唐
代
か
ら
宋
代
あ
た
り
ま
で
の
音
と
推
定
さ
れ
る
｡
こ
の
鮎
か
ら
､
本
書
は
宋
代
ご
ろ
ま
で
に
ウ
イ
グ
ル
語

(21
)

諾
さ
れ
た
も
の
｣
と
考
え
た
.
な
る
ほ
ど
､

abitaki
に
せ
よ

P
a
qlin抑
i
ki
に
せ
よ
明
瞭
に
シ
ソ
コ
･
サ
リ
以
来
の
河
西
方
言
型
の
音
形
を
も

っ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
が
も
し
字
音
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
百
済

･
ツ
ィ
-
メ
氏
の
議
論
は
成
立
の
基
盤
を
失
う
で
あ
ろ
う
｡
元
代
の
翻
弄
で

も
有
り
得
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
白
蓮
社
の
宗
振
経
典
が
宋
代
以
前
に
ウ
イ
グ
ル
語
謡
さ
れ
る
可
能
性
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
'
専
門

外
の
筆
者
に
は
議
論
す
る
資
格
は
な
い
｡

た

だ

､
こ
こ
で
は
漢
語
の
音
形
か
ら
テ
キ
ス
ト
の
時
代
判
定
を
行
う
の
は
'
字
音
の
存
在
を
考
慮
す

る
な
ら
ば
そ
う
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
こ
と
を
言

っ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
｡

四

ま

と

め

わ
が
国
の
字
音
は
漢
音

･
異
音

･
唐
音
な
ど
の
多
-
の
膚
を
も
ち
､
そ
れ
ぞ
れ
が
複
雑
に
絡
み
合

っ
て
存
在
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う

な
複
雑
さ
は
中
国
文
明
と
准
綾
的
な
接
鰯
を
有

っ
て
き
た
国
の
字
音
に
お
い
て
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
と
言
え
る
｡
朝
鮮
字
音
し
か

り
'
越
南
字
音
し
か
り
で
あ
る
｡
-
ル
フ
ァ
ン
地
方
は
ウ
イ
グ
ル
園
の
成
立
以
前
か
ら
漢
人
の
王
朝
が
存
在
し
た
こ
と
も
あ
り
'
中
国
と
の
開

ウ
イ
グ
ル
字
青
史
大
概

三
四

一
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わ
り
が
長
-
か
つ
深
い
｡
ウ
イ
グ
ル
園
に
な

っ
て
か
ら
も
漢
文
の
経
典
や
経
書
､
ま
た
字
書
や
韻
書
は
こ
の
国
に
絶
え
間
な
-
流
入
し
た
｡
経

書
や
字
書
韻
書
の
存
在
は
ば
ら
ば
ら
な
語
菜
と
し
て
の
漢
語
で
は
な
-
､
鰹
系
と
し
て
の
字
音
を
支
え
る
上
で
本
質
的
な
役
割
を
演
ず
る
｡
冷

静
に
考
え
れ
ば
こ
の
地
に
滞
日
の
字
音
が
成
立
し
な
い
ほ
う
が
不
恩
義
と
い
っ
て
よ
い
｡
と
も
あ
れ
上
に
は
ウ
イ
グ
ル
に
二
種
の
字
音
理
系
の

存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
o

l
は
経
典
讃
請
書
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
､

1
は
そ
う
い
っ
た
制
限
の
な
い
字
書
で
あ
る
｡

汰(1

)
｢
ウ
イ
グ
ル
字
音
考
｣
､
『東
方
畢
』
第
七
十
輯

(
一
九
八
五
)
､

1
三
四
-

一
五
〇

貢
｡

(
2
)

荘

(-
)
に
同
じ
｡

(3
)

表
A

･
B
に
お
い
て

｢□
音

O
｣
は
､
口
が
被
音
荘
字
で
あ
り
'

○
が
音
注
に
用

い
ら
れ
た
文
字
で
あ
る
｡
あ

い
だ
に
音
の
字
を
用
い
ず
､
例
え
ば

｢湛
莫
介
｣
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
､
被
音
荘
字

｢遵
｣
が
直
音
で
な
-
反
切

｢莫
介
｣

に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
｡
又
､
各
項
目
下
に
は
､
被
雷
荘
字
と
音

荘
字
の
中
古
音
韻
類
を
開
合
の
別

･
等
位

･
所
属
顎
に
よ
っ
て
示
し
て
お
い
た
｡

そ
の
際
､
い
わ
ゆ
る
三
等
重
紐
韻
a
類
は
四
等
の
扱
い
に
し
て
お
い
た
｡

(4
)

聾
調
は
必
ず
し
も
同

1
と
は
限
ら
な
い
｡

(5
)

河
西
方
言
の
定
義
及
び
賓
際
に
つ
い
て
は
拙
著

『敦
塩
資
料
に
よ
る
中
国
語
史
の

研
究
』
(東
京
､
創
文
社
へ

一
九
八
八
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
6
)

｢背
苦
貝
｣
も
開
合
が
無
税
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
g
え
る
例

で
あ
る
｡
し
か
し
漢

語
書
と
し
て
は
唇
音
の
場
合
､
音
韻
上
の
開
合
対
立
が
な
い
の
で
無
税
し
て
よ
い
｡

韻
書
に
お
け
る
節
層
が
､
背
字
を
含
め
た
膚
音
字
を
開
口
の
代
韻
に
入
れ
ず
に
合

口
の
除
韻
に
入
れ
て
い
る
た
め
に
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
｡

(7
)

よ
り
正
確
に
は
'
｢慧
琳
音
義
｣
で
は
幽
韻
は
尤
韻
の
-
ち
介
音
が

･i･
で
あ
る

一

類
と
合
流
し
'
介
音
が

･T

で
あ
る
も
う

一
類
と
は
封
立
し
て
い
た
O
こ
の

｢謬

皮
九

[反
]｣
と
い
う
例
で
は
､
反
切
下
字

｢九
｣
が
後
者
の
類
に
層
す
る
か
ら
'

厳
密
に
は
違
う
膏
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
区
別
も
や
が
て
は
消
滅
す
る
も
の
で
､

ウ
イ
グ
ル
字
書
と
し
て
も
そ
の
差
異
は
区
別
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
0

(8
)

ウ
イ
グ
ル
文
献
中
に

｢寸
｣
字
は
賓
際
に

su
n
,
tsu
n
の
形
で
現
れ
る
が
'
stirl

で
現
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

(9
)

ウ
イ
グ
ル
文

｢慈
恩
俸
｣
他
｡

･Y
N
の
よ
う
な
大
文
字
表
記
は
ウ
イ
グ
ル
文
字
表

記
の
翻
字

(tra
n
slite
ra
tio
n
)
を
示
し
､
韓
寓
形

(tra
n
sc
rip
tio
n
)
と
区
別

す
る
｡

(
10
)

チ
ベ
ッ
ト
文
字
韓
寓
資
料
は
､
標
準
音
的
色
彩
を
帯
び
る
第

一
類
資
料
と
ま
っ
た

く
河
西
方
言
的
な
第
二
類
資
料
と
に
分
け
ら
れ
る
｡

(11
)

庄
垣
内
正
弘

｢
ウ
イ
グ
ル
文
献
に
導
入
さ
れ
た
漢
語
に
関
す
る
研
究
｣
､
『内
陸
ア

ジ
ア
言
語
の
研
究
Ⅱ
』
(｢神
戸
市
外
国
語
大
学

･
外
国
軍
研
究
十
七
｣
)
､
神
戸
､

一
九
八
六
.

(12
)
シ
ソ
コ
･
サ
リ
は
ウ
イ
グ
ル
係
数
初
期
の
悌
典
翻
弄
に
活
躍
し
た
人
物
で
､
他
に

も

｢金
光
明
最
勝
王
経
｣
な
ど
の
経
典
の
翻
弄
を
行

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
O

｢慈
恩
侍
｣
の
詳
出
年
代
ひ
い
て
は
シ
ソ
コ
･
サ
リ
の
活
動
年
代
に
つ
い
て
は
､

ガ
パ
イ
ン
･
渇
家
昇

･
ハ
ミ
ル
ト
ン
な
ど
に
説
が
あ
り
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も

一
定

し
て
い
な
か
っ
た
が
'
今
で
は
大
約
こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
参

照
･･森
安
孝
夫

｢
チ
べ
ッ
j･文
字
で
書
か
れ
た
ウ
イ
グ
ル
文
係
数
数
理
問
答
(P
･t

t2
9
2
)
の
研
究
｣
､
『
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
五
巻
'

一
九
八
五
'
五
九

-

六

〇

頁
.



(
13
)

小
田
毒
典

｢龍
谷
大
学
圃
書
館
戚
ウ
イ
グ
ル
文
八
陽
経
の
断
片
拾
遺
｣
'
『内
陸
ア

ジ
ア

･
西
ア
ジ
ア
の
社
食
と
文
化
』
'

l
九
八
三
'

〓
ハ
1
-

一
六
二
貢
｡
｢陽
｣

字
の
書
評
の
問
題
に
関
し
て
は
荘
(十

一
)
に
掲
げ
た
庄
垣
内
氏

の
論
文
九
七
-
九

八
頁
も
参
照
の
こ
と
｡

(
14
)

梅
村
坦

｢
ジ
ョ
ル
ジ
=
カ
ラ
教
授
の
講
演
｣
'
『東
洋
文
庫
書
報
』
第
十
四
競
'

一

九
八
二
､
七
三
-
七
四
頁
｡
漢
字
還
元
は
カ
ラ
氏
に
よ
る
｡

(

15

)

山
田
信
夫

｢
回
髄
文
斌
通

(善
斌
)
頁
身
契
三
種
｣
'
『東
洋
史
研
究
』
第
二
十
七

巻
第
二
鍍
'

一
九
六
八
､
七
九
1

1
〇
四
.
文
書
の
年
代
比
定
は
こ
の
論
文
に
よ

る
O
ま
た
ピ
ン
ト
ゥ
ン
文
書
は
山
田
氏
に
先
だ
っ
て
鵜
家
昇
及
び
ソ
ヴ
ィ
ニ
ト
の

捷
尼
舎
夫
に
よ
っ
て
蒙
表
さ
れ
た
｡
(『考
古
学
報
』

l
九
五
八
年
第
二
期
､

一
〇

九
-

〓

lO
頁
'
ま
た
ZTp
o
6
JCe.M
u
B
o
cm
o
fC0
8ea
efLa
R
L9
60
-
3
,p
p
.)4
2
-

44
(i.

(
16
)

t
ig
u
i

tai抑i
は
ピ
ン
ト
ゥ
ソ
の
名
前
が
現
れ
な
い
別
の
文
書
に
も
出
る
｡
渇
家
昇

｢
回

髄
文
契
約
二
種
｣
､
『
文
物
』

一
九
六
〇
年
第
六
期
'
三
二
-
三
四
貢
｡

(
17
)

秋
世
民

｢回
鶴
文
亦
都
護
高
昌
王
世
助
碑
研
究
｣
､
『考
古
学
報
』
一
九
八
〇
年
第

四
期
'
五

一
五
-
五
二
九
頁
｡

(

18

)

秋
世
民

｢
回
鶴
文

《
大
元
粛
州
路
也
可
達
魯
花
赤
世
襲
之
碑
》
詳
樺
｣
'
『向
達
先

生
記
念
論
文
集
』
､
ウ
ル
ム
チ
'

一
九
八
六
､
四
四
〇
-
四
五
四
頁
｡

(

1

)

こ
の
種
の
語
が
出
現
す
る
暦
書

･
占
書
の
ウ
イ
グ

ル
寓
本
は

G
･
R
･
R
a
c
h
m
a
t
i)

T
tirk
isch
e
T
u
rf
an
telte
貞
(
A

P

A

W

)

)936,
N
r.
)
2
)

に
集
め
ら
れ
て
い

る
.
そ
れ
に
よ
っ

て
摘
記
す
る
と
'

十

干

は

甲
qap
(°
ip)
'

乙
ir､
丙
p
ii､
T
ti'

戊
b
u
u
､
己
k
i'
庚
q
r

辛
sin
.

壬
Sim
(a
Z
im
)
､

発
k
u
u
'
建
除
十
二
神
は
建

k
in
'
除
e
u
u
､
満
m
a
n
､
平
p

ii'
定
ti'
執
e
ip
'
破
p
a'
危
k
u
u
r
成
e
i(?)､

収
抑iu
'
開
qa
i.
閉

p
i
と
寓
さ

れ

て
お
り
､
い
う
ま
で
も
な
く

河
西方
言
型
で
あ

る
｡
た
だ
し
こ
う
い
っ
た
語
も
新
し
い
元
朝
の
音
形
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
よ

ぅ
な
寓
本
も
若
干
存
在
は
し
て
お
り

(N
r.
)4
,)8
)
､
時
代
の
趨
勢
を
感
じ
さ
せ

る
.
庄
垣
内
前
掲
論
文

l
l
七
-

1
1
九
頁
参
照
.
ち
な
み
に
R
a
c
h
m
a
ti
の
論

文
に
は
平

p
ii
と
閉

p
i
と
を
取
り
違
え
て
逆
に
し
て
い
る
箇
所
が

あ

る

が

(N
r.

4
)
暦
の
サ
イ
ク
ル
の
順
序
に
し
た
が
い
上
の
よ
う
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
｡

(
20
)

母
音
調
和
を
無
税
す
れ
ば
､
表
記
上
は

a
d
a
i
は

a
d
e
i
か
も
し
れ
ず
'
そ
れ
な

ら
ば
わ
れ
わ
れ
が
経
典
讃
請
書
と
謹
ん
だ
暦
の
字
書
だ
と
考
え
得
る
｡
《慈
悲
懐
》

や

《法
華
》
の
書
注
で
は
'
蟹
蘇
四
等
が
止
強
と
通
ず
る
例
が
皆
無
で
､
蟹
債
四

等
字
が
な
お

･i
で
は
な
-

･e
i
の
よ
う
な
二
重
母
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
.
つ
い
で
な
が
ら

｢唐
蕃
合
盟
碑
｣
の
封
書
は

･e
.i
や

-e
な
ど
で

現
れ
て
い
る
｡

(
21
)

ベ
ー
タ
ー

･
ツ
ィ
-
メ
'
百
番
康
義

『
ウ
イ
グ

ル
語
の
観
無
量
薫
煙
』
､

1
九
八

五
'
京
都
､
二
三
-
二
四
頁
O

(注
記
)

こ
の
論
文
は
昭
和
六
三
年
度
稲
盛
財
圏
助
成
金
に
ょ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡

ウ
イ
グ
ル
字
書
史
大
概




