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て
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古
典
文
法
に
関
す
る
素
朴
な
（
或
い
は
浅
慮
な
）
疑
問
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
の
疑
問
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
過
去
の
助
動
詞

キ
の
活
用
形
態
に
対
し
て
で
あ
り
、
素
朴
な
、
と
言
う
の
は
、
現
行
の
辞
書
で
も
文
法
書
で
も
学
校
教
科
書
で
も
、
こ
の
助
動
詞
が
既

に
疑
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
に
整
っ
た
助
動
詞
活
用
表
の
中
に
定
置
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
事
実
に
対
し
て
揚
言
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。
も
は
や
文
法
上
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
助
動
詞
キ
の
活
用
表
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。

未
然 

連
用 

終
止 

連
体 

已
然 

命
令

せ 
 

〇 
 

き 
 

し 
 

し
か 

〇

　

明
ら
か
な
よ
う
に
、
助
動
詞
キ
は
、
カ
行
系
と
サ
行
系
の
形
態
が
混
在
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
混
在
が
一

つ
の
活
用
表
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
一
見
し
て
奇
異
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
活
用
の
原
則
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
混
在
が
必
ず
し
も
当
然
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
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も
活
用
現
象
と
は
、
そ
の
典
型
を
示
す
動
詞
の
活
用
を
念
頭
に
置
く
と
、
大
き
く
三
種
類
の
捉
え
方
が
で
き
る
も
の
で
あ（
注
１

）る
。
第
一
は
、

四
段
活
用
、
ラ
行
変
格
活
用
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
、
母
音
の
交
代
に
よ
る
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
通
り
。

 
 

 

語
幹 

未
然 

連
用 

終
止 

連
体 

已
然 

命
令

読
む 
よ 

 

ま 
 

み 
 

む 
 

む 
 

め 
 

め 
 

（
四
段
活
用
）

あ
り 
あ 

 
ら 

 

り 
 

り 
 

る 
 

れ 
 

れ 
 

（
ラ
行
変
格
活
用
）

　

活
用
語
尾
の
子
音
は
同
行
で
母
音
の
み
変
化
す
る
活
用
形
態
で
あ
る
。
第
二
は
、
上
一
段
活
用
、
下
一
段
活
用
に
認
め
ら
れ
る
も
の

で
、
接
辞
の
付
加
に
よ
る
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
通
り
。

 
 

 

語
幹 

未
然 
連
用 

終
止 

連
体 

已
然 

命
令

見
る 

（
み
） 

み 
 

み 
 

み
る 

み
る 

み
れ 

み
よ 

（
上
一
段
活
用
）

蹴
る 

（
け
） 

け 
 

け 
 

け
る 
け
る 

け
れ 

け
よ 

（
下
一
段
活
用
）

　

語
幹
部
分
（「
み
」
や
「
け
」）
に
変
化
は
な
く
一
貫
し
て
お
り
、
こ
れ
に
「
る
」「
れ
」「
よ
」
と
い
う
接
辞
が
付
加
さ
れ
て
で
き
る

活
用
形
態
で
あ
る
。
第
三
は
、
上
二
段
活
用
、
下
二
段
活
用
、
カ
行
変
格
活
用
、
サ
行
変
格
活
用
、
ナ
行
変
格
活
用
に
認
め
ら
れ
る
も

の
で
、
第
一
の
母
音
交
代
形
式
と
第
二
の
接
辞
付
加
形
式
と
の
混
合
に
よ
る
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
通
り
。

 
 

 

語
幹 

未
然 

連
用 

終
止 

連
体 

已
然 
命
令

落
つ 

お 
 

ち 
 

ち 
 

つ 
 

つ
る 

つ
れ 

ち
よ 
（
上
二
段
活
用
）

流
る 

な
が 

れ 
 

れ 
 

る 
 

る
る 

る
れ 

れ
よ 
（
下
二
段
活
用
）

来 
 

〇 
 

こ 
 

き 
 

く 
 

く
る 

く
れ 

こ 
 

（
カ
行
変
格
活
用
）

為 
 

〇 
 

せ 
 

し 
 

す 
 

す
る 

す
れ 

せ
よ 

（
サ
行
変
格
活
用
）
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往
ぬ 

い 
 

な 
 

に 
 

ぬ 
 

ぬ
る 

ぬ
れ 

ね 
 

（
ナ
行
変
格
活
用
）

　

母
音
の
交
代
が
見
ら
れ
つ
つ
同
行
・
同
子
音
が
一
貫
し
、
連
体
形
、
已
然
形
、
ま
た
命
令
形
に
お
い
て
、
終
止
形
の
形
態
に
接
辞
が

付
加
さ
れ
て
で
き
る
活
用
形
態
で
あ
る
。
動
詞
活
用
は
以
上
の
三
種
類
の
原
理
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　

煩
瑣
に
も
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
事
項
を
、
今
更
な
が
ら
挙
例
し
て
記
す
の
は
、
こ
れ
ら
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
活
用
形
に
一
貫
し

て
見
ら
れ
る
形
態
が
同
一
行
で
あ
り
、
同
一
子
音
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
違
え
な
い
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
前
に
見
た
助
動
詞
キ
の
「
活
用
」
を
ま
と
め
た
表
の
中
に
、
カ
行
系
と
サ
行
系
の
形
態
が
混
在
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、

動
詞
活
用
の
事
実
を
前
に
す
る
と
、
ま
ず
奇
妙
な
、
あ
り
得
な
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
活
用
す
る
の
は
動
詞
だ
け
で
は
な
い
。
活
用
す
る
語
に
は
形
容
詞
も
形
容
動
詞
も
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
形
容
動
詞
に
つ
い

て
は
、
成
立
の
上
で
存
在
詞
ア
リ
の
明
ら
か
な
影
響
下
に
あ
っ
て
、
そ
の
活
用
が
ラ
行
変
格
活
用
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
掲
の

動
詞
活
用
に
含
ま
れ
る
も
の
と
見
な
せ
る
た
め
脇
に
置
く
と
し
て
、
形
容
詞
に
は
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
形
容
詞
の
活
用
は
、
そ

の
語
尾
に
、
異
な
る
行
、
異
な
る
子
音
が
混
在
す
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 

 

語
幹 

未
然 

連
用 

終
止 

連
体 
已
然 

命
令

高
し 

た
か 

（
く
） 

く 
 

し 
 

き 
 

け
れ 
〇 

 

（
ク
活
用
）

　

こ
の
よ
う
な
形
容
詞
活
用
に
認
め
ら
れ
る
、
カ
行
系
と
サ
行
系
の
形
態
が
混
在
す
る
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
助
動
詞
キ
の
活
用
形

態
の
カ
行
・
サ
行
の
混
在
が
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
か
と
言
う
と
、
お
そ
ら
く
問
題
は
そ
う
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
形
容
詞
の
活
用
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
も
と
も
と
動
詞
の
活
用
の
よ
う
に
体
系
的
整
合
性
を
も
っ
て
生
成
し
て
い

な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
一
つ
の
単
語
と
し
て
の
形
容
詞
は
、
そ
の
成
立
以
前
の
段
階
と
し
て
、
或
い
は
原
理
上
の
基
盤

と
し
て
、
形
状
言
（
或
い
は
情
態
言
な
ど
）
と
呼
ば
れ
る
単（
注
２

）位
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
通
常
こ
の
単
位
は
、
形
容
詞
の
語
幹
と
呼
ば
れ
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る
部
分
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
複
合
語
内
部
に
お
い
て
は
連
用
修
飾
や
連
体
修
飾
の
用
法
を
担
う
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
例
え
ば
、
複
合
語
内
部
の
連
用
修
飾
と
し
て
「
高
知
る
（
た
か
し
る
）」（
万
葉
三
八
な
ど
）、
連
体
修
飾
と
し
て
「
高
山
（
た

か
や
ま
）」（
万
葉
八
六
な
ど
）
な
ど
、
多
様
な
接
続
用
法
の
見
出
さ
れ
る
形
状
言
が
、
そ
の
用
法
を
明
確
化
す
る
中
で
、
連
用
接
辞
ク
、

連
体
接
辞
キ
、
ま
た
は
終
止
接
辞
シ
を
分
出
さ
せ
て
ゆ
き
、
連
用
形
「
高
き
」、
連
体
形
「
高
く
」、
ま
た
は
終
止
形
「
高
し
」
と
い
う

形
式
に
至
る
と
い
う
生
成
過
程
が
想
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
各
活
用
形
の
個
別
的
な
接
続
用
法
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
活
用
表
に
お
い
て
各
活
用
形
の
用
法
を
担
う
形
態
は
具
備
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
個
別
具
体
的
に

生
成
さ
れ
た
接
続
の
た
め
の
形
式
を
、
同
一
形
状
言
の
共
通
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
つ
の
表
の
中
に
当
て
嵌
め
た
姿
と
し
て
あ
り
得

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
動
詞
活
用
形
態
、
殊
に
そ
の
母
音
交
代
と
い
う
原
則
に
お
け
る
各
活
用
形
式
の
内
発
的
な
生
成
や
自

然
な
体
系
性
か
ら
見
て
相
当
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て
、
動
詞
活
用
を
基
本
に
す
れ
ば
特
殊
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
形
容
詞
の
活
用
に
お
い
て
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
生
成
し
た
カ
行
系
形
態
と
サ
行
系
形
態
の
混
在
は
、

形
容
詞
と
い
う
単
語
が
形
状
言
の
基
盤
上
に
あ
る
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
一
つ
に
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

時
に
、
助
動
詞
の
活
用
表
と
言
わ
れ
る
一
覧
を
概
観
す
る
と
、
活
用
の
型
と
い
う
項
目
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

助
動
詞
が
、
他
の
活
用
語
の
ど
の
型
に
類
す
る
も
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
き
く
分
類
す
れ
ば
三
種
類
で
、
動
詞
型
（
形
容
動

詞
型
を
含
め
て
お
く
）、
形
容
詞
型
、
特
殊
型
で
あ
る
。
動
詞
型
、
形
容
詞
型
は
、
名
称
の
通
り
、
そ
れ
ぞ
れ
動
詞
、
形
容
詞
と
同
様
の

活
用
形
態
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
特
殊
型
は
、
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
殊
型
に
は
、
ズ
、
ジ
、

マ
シ
、
キ
、
ラ
シ
が
該
当
し
、
も
と
よ
り
カ
行
系
と
サ
行
系
の
形
態
が
混
在
す
る
キ
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、

同
じ
特
殊
型
で
あ
っ
て
も
、
キ
以
外
に
つ
い
て
は
、
ジ
、
ラ
シ
は
形
態
不
変
化
と
い
う
特
殊
性
で
あ
っ
て
異
行
の
混
在
は
な
く
、
ズ
は

ザ
行
系
と
ナ
行
系
の
形
態
が
混
在
す
る
か
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
ナ
行
系
形
態
か
ら
ザ
行
系
形
態
が
派
生
し
た
と
さ
れ
る
観
点
か
ら
一
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往
解
消
さ
れ
、
マ
シ
は
難
儀
だ
が
、
マ
シ
と
い
う
基
本
形
態
の
上
に
、
未
然
形
マ
セ
は
母
音
交
代
的
に
、
已
然
形
マ
シ
カ
は
接
辞
付
加

的
に
、
一
往
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
活
用
形
の
中
に
明
瞭
に
異
行
形
態
が
混
在
す
る
助
動
詞
キ
は
、
特
殊
型

の
中
で
も
特
殊
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
助
動
詞
活
用
表
の
全
体
を
見
る
と
、
確
か
に
カ
行
系
、
サ
行
系
と
い
う
異
行
の
混
在
は
ま
ま
見

受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
ら
は
助
動
詞
キ
を
除
い
て
す
べ
て
形
容
詞
型
で
あ
り
、
形
容
詞
型
は
形
状
言
を
基
盤
に
成
り
立
つ
形

容
詞
を
根
拠
に
も
っ
て
い
た
こ
と
、
先
述
の
通
り
で
あ
っ
て
、
助
動
詞
キ
に
お
け
る
カ
行
系
、
サ
行
系
の
異
行
混
在
と
は
事
情
が
異
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
異
行
の
混
在
す
る
活
用
形
態
で
あ
る
助
動
詞
キ
は
、
助
動
詞
全
般
の
活
用
形
態
か
ら
見
て
も
、
と
り
わ
け
特
殊
で
あ

り
訝
し
い
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
の
中
で
も
、
特
に
不
審
な
の
は
、
サ
行
系
形
態
の
活
用
形
の
中
に
迷
い
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
孤
立

す
る
カ
行
系
形
態
、
終
止
形
の
キ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
終
止
形
の
形
態
と
し
て
、
助
動
詞
キ
は
他
の
助
動
詞
と
異
な
る
姿
勢
を
示

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
今
一
度
、
助
動
詞
活
用
表
の
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
。
す
べ
て
の
助
動
詞
が
、
活
用
形
態
と
し
て
、
動
詞
型
、
形
容
詞
型
、

特
殊
型
、
の
三
種
類
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
動
詞
型
の
助
動
詞
終
止
形
は
、
動
詞
に
準
じ
る
形
で
、

末
尾
が
ウ
列
音
、
ま
た
は
、
リ
（
存
在
詞
ア
リ
に
基
づ
く
も
の
）
と
な
る
。
形
容
詞
型
の
助
動
詞
終
止
形
は
、
形
容
詞
に
準
じ
る
形
で
、

末
尾
が
シ
と
な
る
。
特
殊
型
の
助
動
詞
ズ
、
ジ
、
マ
シ
、
キ
、
ラ
シ
に
つ
い
て
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
型
と
し
て
の
特
殊
性
を
示
し
な

が
ら
も
、
終
止
形
形
態
と
し
て
は
、
ズ
が
ウ
列
音
末
尾
、
ジ
、
マ
シ
、
ラ
シ
が
シ
末
尾
と
な
っ
て
お
り
、
実
は
動
詞
型
、
形
容
詞
型
に

な
ぞ
ら
え
た
形
態
と
し
て
認
め
得
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
助
動
詞
キ
以
外
の
す
べ
て
の
助
動
詞
終
止
形
が
、
動
詞
型
、
形
容
詞
型

の
い
ず
れ
か
に
有
縁
で
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
助
動
詞
キ
の
み
が
類
属
先
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
に
残
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
、
殊
に
終
止
形
キ
は
、
や
は
り
奇
妙
な
、
不
思
議
な
存
在
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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二

　

見
て
き
た
よ
う
な
、
異
質
に
思
わ
れ
る
活
用
形
態
の
助
動
詞
キ
は
、
現
行
の
定
着
を
見
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の

か
。
本
稿
は
、
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
に
関
す
る
学
史
の
追
究
を
目
的
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
現
行
国
文
法
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
代
表
的
な
二
つ
の
先
行
説
に
つ
い
て
は
そ
の
見
解
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
山
田
（
一
九
三
六
）
の
記
述
を
引
く
。

　
「
き
」
は
回
想
す
る
意
を
あ
ら
は
す
も
の
に
し
て
特
別
の
活
用
形
を
有
す
。
そ
の
活
用
形
次
の
如
し
。

 
 

 
 

 
 

終
止
形 
連
体
形 

已
然
形

 
 

（
行
き
） 

き 
 

 

し 
 

 

し
か

 
 

そ
の
用
例
次
の
如
し
。

 
 

 

う
れ
し
か
り
し
事
ど
も
な
り
。

 
 

 

貧
窮
甚
だ
し
か
り
し
か
ば
上
方
に
往
き
て
身
を
立
て
む
と
思
ひ
き
。

　

こ
の
「
き
」
が
そ
の
活
用
形
の
上
に
音
質
の
一
致
せ
ぬ
も
の
を
用
ゐ
て
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
な
る
が
、
今
そ
れ
ら
の
理

由
を
知
る
に
由
な
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
は
「
き
」
と
「
し
」「
し
か
」
と
は
源
と
す
る
系
統
の
異
な
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
か
。
而
し

て
「
き
」
は
回
想
を
あ
ら
は
す
も
の
ゝ
本
体
に
し
て
「
し
」「
し
か
」
は
本
別
種
の
も
の
た
り
し
が
、
後
に
二
者
合
一
せ
し
も
の
に

あ
ら
ざ
る
か
。
か
く
て
そ
れ
に
つ
き
て
考
ふ
べ
き
こ
と
は
後
に
句
論
に
行
き
て
説
く
如
く
、

 
 

 

い
か
で
見
て
し
が
な
。

 
 

 

甲
斐
が
ね
を
さ
や
に
も
見
し
が
。
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な
ど
の
如
く
希
望
を
い
ふ
場
合
に
こ
の
「
し
」
を
用
ゐ
る
点
な
り
。
こ
の
場
合
の
「
し
」
に
は
回
想
の
意
も
過
去
の
意
も
な
く
し

て
、
た
ゞ
こ
の
「
し
」
に
の
み
存
す
る
特
別
の
も
の
と
認
め
ら
る
ゝ
が
、
こ
ゝ
に
こ
の
「
し
」
が
恐
ら
く
は
確
認
を
示
す
も
の
と

し
て
用
ゐ
ら
れ
し
事
古
代
に
あ
り
し
こ
と
を
示
す
も
の
な
ら
む
と
思
は
る
ゝ
な
り
。

　

こ
の
「
き
」
の
活
用
形
は
三
段
活
用
に
限
り
所
属
に
特
別
の
現
象
あ
り
。
即
ち
加
行
三
段
に
は
そ
の
「
し
」「
し
か
」
の
二
活
用

の
み
つ
き
、
し
か
も
、
未
然
形
に
も
連
用
形
に
も
つ
く
な
り
。
そ
の
未
然
形
に
つ
け
る
も
の
ゝ
例

 
 

 

く
ら
べ
こ
し
振
分
が
み
も
肩
す
ぎ
ぬ
。（
伊
勢
語
）

 
 

 

人
ふ
る
す
里
を
厭
ひ
て
こ
し
か
ど
も
奈
良
の
都
も
う
き
名
な
り
け
り
。（
古
今
）

そ
の
連
用
形
に
つ
け
る
も
の
ゝ
例

 
 

 

き
し
か
た
行
く
す
ゑ
思
ひ
つ
ゞ
け
ら
れ
て
（
源
、
総
角
）

（「
き
し
か
」
の
例
の
古
き
も
の
は
例
を
見
ね
ど
普
通
に
は
用
ゐ
ら
る
。）

　

次
に
サ
行
三
段
活
用
に
対
し
て
も
亦
未
然
、
連
用
の
二
活
用
形
に
つ
く
。
但
、
こ
ゝ
に
て
は
カ
行
三
段
に
於
け
る
場
合
と
現
象

を
異
に
し
、
連
体
形
の
「
し
」
已
然
形
の
「
し
か
」
が
未
然
形
に
つ
き
、

 
 

 

今
ま
で
無
礼
せ
し
は
過
な
り
。

 
 

 

や
が
て
さ
ぶ
ら
は
む
と
せ
し
か
ど
（
宇
都
保
、
蔵
開
中
）

終
止
形
の
「
き
」
の
み
連
用
形
に
つ
け
り
。

 
 

 

鬼
の
や
う
な
る
も
の
出
で
来
て
殺
さ
む
と
し
き
。（
竹
取
物
語
）

　

助
動
詞
キ
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
を
す
べ
て
引
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
に
助
動
詞
キ
の
意
味
・
用
法
上
の
特
殊
性
が
明
確
に
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述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
半
部
分
は
、
助
動
詞
キ
の
、
そ
の
上
接
語
と
の
特
殊
な
接
続
の
し
か
た
が
説
か
れ
て
お
り
本
稿
の
目
的
と
は
別

し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
前
半
部
分
に
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
こ
の
「
き
」
が
そ
の
活
用
形
の
上
に
音
質
の
一

致
せ
ぬ
も
の
を
用
ゐ
て
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
な
る
が
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
活
用
形
態
上
の
異
質
さ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
る
。
そ
し
て
、
理
由
は
不
明
な
が
ら
も
、「
恐
ら
く
は
「
き
」
と
「
し
」「
し
か
」
と
は
源
と
す
る
系
統
の
異
な
る
も
の
に
あ
ら

ざ
る
か
」
と
述
べ
て
、
た
め
ら
い
を
見
せ
つ
つ
も
、
カ
行
系
形
態
と
サ
行
系
形
態
と
が
本
来
は
「
別
種
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
、
時
の
推
移
に
従
っ
て
「
二
者
合
一
」
し
た
の
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
へ
の
不
審
に
つ
い
て

は
自
然
な
把
握
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
釈
然
と
し
な
い
の
は
、
本
来
カ
行
系
と
サ
行
系
が
別
種
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
合
一
し
た
も
の
だ
と
当
然
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
助
動
詞
キ
の
活
用

形
態
に
お
け
る
カ
行
系
と
サ
行
系
と
の
混
在
は
、
何
ら
説
明
を
要
す
る
こ
と
も
な
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
来
別
種
の
も
の
で
あ
っ
て
「
活
用
形
の
上
に
音
質
の
一
致
せ
ぬ
も
の
」
を
、
当
然
の
如
く
一
つ
で

あ
る
と
認
め
る
、
そ
の
わ
け
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
、
橋
本
（
一
九
六
九
）
の
記
述
を
引
く
。

　
「
き
」
は
奈
良
朝
以
前
か
ら
多
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
連
用
形
に
つ
き
、
活
用
は
、
終
止
、
連
体
、
已
然
の
三
つ
が
普
通
で
あ
る
。

但
、
カ
変
、
サ
変
に
つ
く
に
は
異
例
が
あ
る
。

 

き
（
甲
類
）　

し　

し
か
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〇 
 

 
 

 
 

 

し
き

 

来   

こ
し 

 
 

為   

せ
し

 
 

 
 

こ
し
か 

 
 

 
 

せ
し
か

　

上
に
完
了
の
助
動
詞
を
受
け
る
。｟「
に
き
」「
て
き
」「
り
き
」
な
ど
｠

　

ク
形
は
「
し
く
」
と
な
る
。

 
 

 

思
へ
り
し
く
し
面
か
げ
に
み
ゆ　
（
萬
四
、
七
五
四
）

 
 

 

来
し
く
も
し
る
く　
（
萬
八
、
一
五
七
七
）

　

そ
の
外
に
、「
せ
」
と
い
ふ
将
然
形
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
「
ば
」
に
つ
ゞ
く
。

 
 

 

沖
つ
風
い
た
く
吹
き
せ
ば　
（
萬
十
五
、
三
六
一
六
）

 
 

 

可ウ
ケ
タ
マ
フ
ベ
キ
モ
ノ

受
賜
物　

奈ナ

リ

セ

バ

利
世
波　

祖オ
ホ
ヂ父
仕ツ
カ
ヘ
マ
ツ
リ奉　

天テ

マ

シ
麻
自　
（
宣
命
、
廿
六
詔
）

 
 

 

ひ
と
に
あ
り
せ
ば　
（
記
、
中
）

 
 

 

十カ
ミ
ナ
ツ
キ月

雨
間
毛
不
置
零フ
リ

爾ニ

セ

バ
西
者
誰
が
里
の
間
に
宿
か
か
ら
ま
し　
（
萬
十
二
、
三
二
一
四
）

　

こ
れ
は
、「
す
る
」
と
い
ふ
語
の
将
然
形
と
も
見
ら
れ
る
が
、「
ふ
り
に
せ
ば
」
の
や
う
に
、
助
動
詞
「
ぬ
」
か
ら
つ
ゞ
く
か
ら
、

こ
れ
と
同
じ
も
の
と
す
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
き
」
は
過
去
の
事
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
せ
」
は
必
し
も
、
過
去
の
事
に
つ
い
て
い
ふ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
之

を
受
け
て
文
を
結
ぶ
の
は
、「
ま
し
」
と
い
ふ
助
動
詞
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
事
実
に
反
し
た
事
を
仮
定
す
る
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
る
。

か
や
う
に
意
味
の
上
か
ら
「
き
、
し
、
し
か
」
と
ち
が
つ
た
点
が
あ
る
故
、
之
を
同
じ
語
の
活
用
と
す
る
の
も
、
ど
う
か
と
お
も
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は
れ
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
形
か
ら
云
へ
ば
、「
し
」「
し
か
」
の
「
し
」
に
近
く
、
意
味
も
、
全
く
事
実
に
反
し
た
事
で
あ
る
か

ら
、
過
去
の
形
を
用
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
し
ば
ら
く
、
通
説
に
し
た
が
つ
て
お
く
。

　
　
（
※
平
安
朝
の
例
、
音
便
形
、
鎌
倉
期
の
例
に
つ
い
て
の
所
説
省
略
、
稿
者
）

　
「
き
」
の
語
源
に
つ
い
て
は
、「
き
」
は
「
来
」
の
義
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
仮
名
が
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点

か
ら
は
差
支
え
な
い
。「
来
き
」
と
い
は
な
い
の
も
、
或
は
そ
の
語
源
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。「
し
」
は
、「
き
」
と
は
別
の

語
源
の
も
の
ら
し
い
。「
為
」
か
ら
出
た
と
い
ふ
説
も
あ
る
。
或
は
、
指
示
詞
の
「
し
」
と
関
係
が
あ
る
も
の
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

「
し
か
」
の
「
か
」
に
至
つ
て
は
一
層
不
明
で
あ
る
が
、「
然
る
」
意
味
の
「
し
か
」
と
の
関
係
も
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
語
源

は
な
ほ
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　

前
半
部
分
か
ら
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
を
述
べ
、
将
然
形
（
未
然
形
）
と
し
て
「
せ
」
を
認
め
る
指
摘
が
あ
り
、
こ
れ
は
現
行
国
文

法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
穏
当
な
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
後
半
部
分
の
「「
き
」
の
語
源
」
に
言
及
す
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
助
動
詞
キ
が
、
動
詞
「
来
」
の
意
義
で
あ
る
、
と
の
立
場
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
委
細

不
明
で
あ
る
と
の
慎
重
さ
を
示
し
な
が
ら
、「「
し
」
は
、「
き
」
と
は
別
の
語
源
の
も
の
ら
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
に
お
け
る
カ
行
系
と
サ
行
系
は
、
語
源
を
異
に
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
特
に
カ
行
系
の
キ
が
動
詞
「
来
」

由
来
で
あ
る
可
能
性
を
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
前
述
の
通
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
カ
行
系
サ
行

系
の
混
在
が
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
で
あ
る
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

山
田
説
で
も
橋
本
説
で
も
、
助
動
詞
キ
に
お
け
る
異
質
な
活
用
形
態
に
つ
い
て
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
の
カ
行
系
サ
行
系
の
混
在
の
不

審
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
形
態
上
の
異
質
さ
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
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う
な
有
様
は
既
定
の
こ
と
に
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
学
史
上
既
に
成
立
し
て
い
た
認
識
の
、
自
明
な
継
承

が
窺
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
山
田
説
、
橋
本
説
以
前
に
成
立
し
た
、
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
に
係
る
学
説
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
現
行
国
文
法

に
ま
で
至
る
伝
統
的
な
立
場
の
代
表
的
な
存
在
、
国
文
法
学
史
上
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
鈴
屋
門
流
の
始
祖
で
あ
る
、
本
居
宣
長
（
享

保
十
五
（
一
七
三
〇
）—

享
和
元
（
一
八
〇
一
））
の
所
説
で
あ
る
。
日
野
（
二
〇
〇
八
）
の
指
摘
す
る
通
り
、
宣
長
が
、
助
動
詞
キ
に
つ
い

て
卓
見
を
有
し
た
こ
と
は
、
衆
目
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
宣
長
の
所
説
を
見
る
べ
く
『
て
に
を
は
紐（
注
３

）鏡
』
お
よ
び
『
詞

の
玉（
注
４

）緒
』
を
取
り
上
げ
る
。

　

古
典
文
に
お
け
る
係
り
結
び
現
象
に
つ
い
て
、
係
助
詞
類
に
呼
応
す
る
文
末
辞
の
形
態
を
一
覧
図
に
し
た
『
紐
鏡
』
を
見
れ
ば
、
本

居
宣
長
に
よ
っ
て
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
が
ど
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
定
位
さ
れ
た
の
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
概
略
を
抜
粋
し

て
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
（
図
中
の
具
体
例
、
注
記
は
こ
こ
に
割
愛
し
て
後
に
触
れ
る
）。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
段 

 

第
二
段 

 

第
三
段 

 

第
四
段 

 

第
五
段 

 

…
…

 
 

は
・
も
・
徒　

—
 

し 
 

 
 

し 
 

 
 

き 
 

 
 

に
き 

 
 

て
き 

 
 

…
…

ぞ
・
の
・
や
・
何　

—
 

き 
 

 
 

し
き 

 
 

し 
 

 
 

に
し 

 
 

て
し 

 
 

…
…

 
 

 
 

 

こ
そ　

—
 

け
れ 

 
 

し
け
れ 

 

し
か 

 
 

〇 
 

 
 

〇 
 

 
 

…
…

　

係
助
詞
類
は
三
種
類
が
右
か
ら
左
へ
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
順
に
①
「
は
・
も
・
徒タ
ヾ

」、
②
「
ぞ
・
の
・
や
・
何
」、
③
「
こ
そ
」

で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
文
中
に
現
れ
る
と
文
末
が
ど
の
よ
う
な
形
態
と
な
る
か
が
、
そ
の
下
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、「
徒タ
ヾ

」
と
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は
特
定
の
助
詞
類
が
存
在
し
な
い
こ
と
、「
何
」
と
は
疑
問
詞
類
を
指
す
。
そ
し
て
、
文
末
形
態
は
、
同
類
ご
と
各
段
に
整
然
と
ま
と
め

ら
れ
、
多
く
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
段
は
、
①
「
し
」
べ
し
、
な
し
等
、
②
「
き
」
べ
き
、
な
き
等
、
③
「
け
れ
」
べ

け
れ
、
な
け
れ
等
と
な
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
ク
活
用
形
容
詞
語
尾
お
よ
び
同
型
の
助
動
詞
に
つ
い
て
、
①
終
止
形
、
②
連
体
形
、
③
已

然
形
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
段
は
、
①
「
し
」
う
れ
し
、
た
の
し
等
、
②
「
し
き
」
う
れ
し
き
、
た
の
し
き
等
、
③
「
し
け
れ
」

う
れ
し
け
れ
、
た
の
し
け
れ
等
と
な
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
尾
の
三
つ
の
活
用
形
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
段
は
、

①
「
き
」
あ
り
き
、
な
か
り
き
等
、
②
「
し
」
あ
り
し
、
な
か
り
し
等
、
③
「
し
か
」
あ
り
し
か
、
な
か
り
し
か
等
と
な
っ
て
お
り
、
つ

ま
り
助
動
詞
キ
の
三
つ
の
活
用
形
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
段
は
、
①
「
に
き
」
な
り
に
き
、
た
え
に
き
等
、
②
「
に
し
」
な
り
に

し
、
た
え
に
し
等
、
③
ナ
シ
（
空
白
部
）
と
な
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
助
動
詞
キ
が
別
の
助
動
詞
に
連
続
し
た
例
（
助
動
詞
ヌ
＋
助
動
詞

キ
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
五
段
は
、
①
「
て
き
」
い
ひ
て
き
、
思
ひ
て
き
等
、
②
「
て
し
」
い
ひ
て
し
、
思
ひ
て
し
等
、
③
ナ
シ

（
空
白
部
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
助
動
詞
キ
が
別
の
助
動
詞
に
連
続
し
た
例
（
助
動
詞
ツ
＋
助
動
詞
キ
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
以
下
の
段
に
も
多
く
の
例
が
記
載
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
以
上
の
五
段
分
に
つ
い
て
、
欄
外
右
に
「
此
五
段
の
し〇

と
き〇

と
の
留
り
を

よ
く
わ
き
ま
ふ
べ
し
。
た
が
ひ
に
ま
が
ひ
や
す
き
て
に
を
は
也
。
古
へ
の
歌
は
す
べ
て
此
格
の
た
が
へ
る
事
は
な
き
を
近
代
の
歌
に
は

此
格
に
か
な
は
ぬ
が
多
き
は
み
な
あ
や
ま
り
也
。」
と
の
注
記
が
あ
り
、
欄
外
左
に
は
「
此
け

〇

れ
し

〇け
れ
は
常
の
け

〇

れ
と
は
別
に
て

け〇

り
け

〇

る
と
転
ず
る
事
な
し
。」「
〇
此
五
段
の
う
ち
上
二
段
は
現
在
、
下
三
段
は
過
去
に
て
し〇

と
き〇

と
入
か
は
る
事
て
に
を
は
の
肝
要

に
て
言
語
の
自
然
の
妙
な
り
。」
と
の
注
記
が
あ
る
。

　

注
記
の
内
容
で
あ
る
が
、
ま
ず
欄
外
右
に
お
け
る
「
此
五
段
の
し〇

と
き〇

と
の
留
り
」
と
は
、
第
一
段
・
第
二
段
の
「
し
（
形
容
詞
語

尾
）」
と
、
第
三
段
お
よ
び
そ
の
派
生
形
式
で
あ
る
第
四
段
・
第
五
段
の
「
き
（
助
動
詞
）」
の
、
係
り
結
び
文
末
形
態
を
指
し
て
お
り
、

両
者
が
恰
も
終
止
形
と
連
体
形
を
入
れ
か
え
て
あ
る
か
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
い
形
態
を
も
つ
こ
と
に
注
意
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
次
に
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欄
外
左
の
注
記
で
あ
る
が
、「
此
け

〇

れ
し

〇け
れ
」
と
は
ク
活
用
・
シ
ク
活
用
の
形
容
詞
已
然
形
語
尾
を
指
し
て
お
り
、
助
動
詞
ケ
リ
と

は
別
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
ま
た
「
此
五
段
の
う
ち
上
二
段
は
現
在
、
下
三
段
は
過
去
」
と
あ
る
の
は
、
第
一
段
・
第
二

段
の
「
し
（
形
容
詞
）」
が
「
現
在
」
の
意
味
、
第
三
段
お
よ
び
そ
の
派
生
形
式
で
あ
る
第
四
段
・
第
五
段
の
「
き
（
助
動
詞
）」
が
「
過

去
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
互
い
に
入
れ
か
え
た
か
の
よ
う
な
紛
ら
わ
し
い
形
態
を
も
つ
両
者
が
、

現
在
と
過
去
を
意
義
分
担
す
る
こ
と
を
「
言
語
の
自
然
の
妙
」
と
評
す
る
。

　

こ
の
『
紐
鏡
』
に
お
け
る
「
し
」「
き
」
の
活
用
形
態
と
意
味
の
把
握
に
つ
い
て
は
、『
詞
の
玉
緒
』
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。『
紐

鏡
』
に
お
け
る
注
記
と
重
複
す
る
内
容
も
あ
る
が
、『
詞
瓊
綸
六
之
巻
』
に
お
け
る
「
む
す
び
辞
」
の
項
、「 

し　

 

き　

ひ
も
鏡
第
一
段

よ
り
第
五
段
ま
で
」
を
引
き
、
私
訳
を
施
す
（
補
足
を
丸
括
弧
内
に
付
す
）。

〇
お
ほ
よ
そ
し
と
き
と
相
転
る
言
に
三
つ
の
か
は
り
有
。
一
に
は
紐
鏡
第
一
段
。
右の

行り

し
。
中の

行り

き
。【
左ノ

行
は
け
れ
也
。】
こ
れ

也
。
二
に
は
第
二
段
。
右の

行り

し
。
中の

行り

し
き
。【
左ノ

行
は
し
け
れ
也
。】
こ
れ
な
り
。
三
に
は
第
三
段
。
右の

行り

き
。
中の

行り

し
。【
左ノ

行

は
し
か
也
。】
こ
れ
也
。
第
四
段
第
五
段
は
第
三
段
に
同
じ
。
さ
て
此
三
つ
の
中
に
。
上
二
段
【
第
一
第
二
】
の
し
は
。
い
は
ゆ
る

現
在
の
し
。
下
三
段
【
第
三
第
四
第
五
】
の
し
は
。
い
は
ゆ
る
過
去
の
し
な
り
。【
後
世
の
名
目
に
。
し
に
の
み
現
在
過
去
の
称
有

て
。
き
に
は
此
称
あ
る
こ
と
を
き
か
ず
。
そ
も
〳
〵
此
五
段
と
も
に
。
し
と
き
と
は
。
た
ゞ
そ
の
言
の
切
る
ゝ
と
。
下
へ
つ
ゞ
く

所
と
の
け
ぢ
め
に
て
。
上
の
て
に
を
は
に
し
た
が
ひ
て
。
か
は
る
の
み
に
こ
そ
あ
れ
。
意
は
全
く
同
じ
く
て
。
き
に
も
し
の
ご
と

く
。
現
在
過
去
の
意
は
あ
れ
ば
。
上
二
段
の
き
は
。
現
在
の
き
と
い
ふ
べ
く
。
下
三
段
の
き
は
。
過
去
の
き
と
い
ふ
べ
き
に
こ

そ
。】
か
く
て
上
二
段
は
。
は　

も　

徒　

の
か
ゝ
り
の
時
し
と
結
び
。
ぞ　

の　

や　

何　

の
か
ゝ
り
の
と
き
き
と
結
ぶ
を
。
下
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三
段
は
。
う
ち
か
へ
し
て　

は　

も　

徒　

の
か
ゝ
り
の
時
き
と
結
び
。
ぞ　

の　

や　

何　

の
か
ゝ
り
の
時
し
と
結
ぶ
。
此
事

初
学
の
と
も
が
ら
は
ま
ど
ひ
や
す
し
。
紐
鏡
と
此
一
の
巻
の
三
転
証
歌
と
を
よ
く
考
へ
合
せ
て
わ
き
ま
ふ
べ
し
。

　
〈
私
訳
〉
〇
お
お
よ
そ
シ
と
キ
と
互
い
に
変
わ
る
言
葉
に
は
三
つ
の
変
わ
り
方
が
あ
る
。
一
に
は
『
紐
鏡
』
第
一
段
に
お
け
る
、
右
の

行
（
終
止
形
）
は
シ
、
中
の
行
（
連
体
形
）
は
キ
、【
左
の
行
（
已
然
形
）
は
ケ
レ
で
あ
る
】、
こ
れ
で
あ
る
（
ク
活
用
形
容
詞
語
尾
）。
二

に
は
（『
紐
鏡
』）
第
二
段
に
お
け
る
、
右
の
行
（
終
止
形
）
は
シ
、
中
の
行
（
連
体
形
）
は
シ
キ
、【
左
の
行
（
已
然
形
）
は
シ
ケ
レ
で
あ

る
】、
こ
れ
で
あ
る
（
シ
ク
活
用
形
容
詞
語
尾
）。
三
に
は
（『
紐
鏡
』）
第
三
段
に
お
け
る
、
右
の
行
（
終
止
形
）
は
キ
、
中
の
行
（
連
体

形
）
は
シ
、【
左
の
行
（
已
然
形
）
は
シ
カ
で
あ
る
】、
こ
れ
で
あ
る
（
助
動
詞
キ
）。（『
紐
鏡
』）
第
四
段
（
助
動
詞
ヌ
＋
キ
）・
第
五
段
（
助

動
詞
ツ
＋
キ
）
は
第
三
段
に
同
じ
（
要
は
助
動
詞
キ
の
活
用
だ
か
ら
）。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
中
で
、
上
の
二
段
【
第
一
段
・
第
二
段
】

の
シ
（
形
容
詞
語
尾
）
は
、
い
わ
ゆ
る
現
在
の
シ
で
あ
り
、
下
の
三
段
【
第
三
段
・
第
四
段
・
第
五
段
】
の
シ
（
助
動
詞
）
は
、
い
わ
ゆ

る
過
去
の
シ
で
あ
る
。【
後
世
の
名
目
に
、
シ
に
の
み
現
在
・
過
去
の
称
が
あ
っ
て
、
キ
に
は
こ
の
称
が
あ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。
そ
も

そ
も
、
こ
の
五
段
と
も
に
、
シ
と
キ
と
は
、
た
だ
そ
の
言
葉
の
言
い
切
る
と
こ
ろ
（
終
止
形
）
と
下
へ
続
く
と
こ
ろ
（
連
体
形
）
と
の
区

別
で
あ
っ
て
、
上
の
て
に
を
は
（
係
助
詞
）
に
従
っ
て
、
変
わ
る
だ
け
で
あ
る
。
意
味
は
全
く
同
じ
で
あ
っ
て
、
キ
に
も
シ
の
よ
う
に
、

現
在
・
過
去
の
意
味
（
形
容
詞
連
体
形
語
尾
の
キ
・
助
動
詞
終
止
形
の
キ
）
は
あ
る
の
で
、
上
の
二
段
（
形
容
詞
語
尾
）
の
キ
は
現
在
の
キ

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
下
の
三
段
（
助
動
詞
）
の
キ
は
過
去
の
キ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
】。
こ
う
し
て
、
上
の
二
段
（
形
容
詞
）
は
、

「
は
・
も
・
徒
」
が
係
る
と
き
は
シ
と
結
び
、「
ぞ
・
の
・
や
・
何
」
が
係
る
と
き
は
キ
と
結
ぶ
の
だ
が
、
下
の
三
段
（
助
動
詞
）
は
、

（
形
容
詞
の
形
と
は
）
ひ
っ
く
り
か
え
し
て
、「
は
・
も
・
徒
」
が
係
る
と
き
は
キ
と
結
び
、「
ぞ
・
の
・
や
・
何
」
が
係
る
と
き
は
シ
と

結
ぶ
。
こ
の
こ
と
、
初
学
者
は
惑
い
や
す
い
。『
紐
鏡
』
と
こ
の
一
巻
の
「
三
転
証
歌
」（
三
つ
の
活
用
形
の
証
拠
と
な
る
歌
例
集
）
と
を
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よ
く
考
え
あ
わ
せ
て
わ
き
ま
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

係
り
結
び
の
法
則
、
ま
た
係
り
結
び
に
関
わ
っ
て
形
容
詞
と
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
を
区
別
す
る
こ
と
、
い
づ
れ
も
実
証
的
に
的
確

な
指
摘
で
あ
る
こ
と
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
係
り
結
び
と
い
う
事
実
を
明
確
に
説
く
中
に
、
品
詞
上
の
観
点
か
ら
は
首
肯
し
が

た
く
看
過
し
得
な
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宣
長
は
、
形
容
詞
語
尾
と
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態

に
截
然
と
し
た
区
別
を
認
め
な
が
ら
も
、
両
者
を
同
類
の
接
辞
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、
異
な
る
品
詞
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
は
注
意
を

払
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
宣
長
が
、
形
容
詞
終
止
形
語
尾
の
シ
を
「
い
は
ゆ
る
現
在
の
し
」
と
言
い
、
助
動
詞
キ
の
連
体
形
シ
を

「
い
は
ゆ
る
過
去
の
し
」
と
言
っ
て
、
両
者
を
品
詞
上
分
別
し
な
い
論
述
中
に
「
い
は
ゆ
る
」
を
冠
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
が
当
時
の
一
般

的
認
識
の
所
以
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
形
容
詞
連
体
形
語
尾
の
キ
を
「
現
在
の
き
」、
助
動

詞
終
止
形
の
キ
を
「
過
去
の
き
」
と
称
す
る
よ
う
唱
え
る
と
あ
っ
て
は
、
形
容
詞
語
尾
と
助
動
詞
キ
に
つ
い
て
、
宣
長
も
ま
た
両
者
を

同
列
視
し
同
類
の
接
辞
と
し
て
の
認
識
を
示
す
こ
と
言
う
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、『
紐
鏡
』
第
一
段
の
具
体
例
に
お

い
て
、
挙
げ
ら
れ
た
多
く
の
ク
活
用
形
容
詞
の
中
に
、
助
動
詞
ベ
シ
が
混
在
す
る
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
活
用
形

態
の
シ
と
キ
と
が
、「
切
る
ゝ
」
と
「
つ
ゞ
く
」
の
「
け
ぢ
め
」、
す
な
わ
ち
終
止
形
と
連
体
形
の
区
別
で
あ
る
と
の
指
摘
は
至
当
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
ら
形
容
詞
語
尾
シ
と
キ
と
が
、
助
動
詞
キ
の
終
止
形
キ
と
連
体
形
シ
と
、
互
い
に
ひ
っ
く

り
返
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
（『
紐
鏡
』
で
は
「
入
か
は
る
」
と
言
い
、
現
在
と
過
去
の
意
味
の
言
葉
が
こ
の
よ
う
な
形
態
上
の
関
係
に

あ
る
こ
と
を
「
自
然
の
妙
」
と
述
べ
て
い
た
）
と
の
指
摘
は
、
両
者
を
品
詞
上
分
別
し
な
い
と
い
う
認
識
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
形
容

詞
の
活
用
に
認
め
ら
れ
る
カ
行
系
形
態
と
サ
行
系
形
態
の
混
在
が
、
助
動
詞
キ
に
お
い
て
も
同
様
に
無
理
な
く
受
容
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
自
明
化
し
、
そ
れ
が
も
は
や
当
然
の
認
識
で
あ
る
か
の
如
く
に
展
開
す
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
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も
と
よ
り
形
容
詞
の
活
用
語
尾
と
そ
っ
く
り
の
活
用
形
態
を
も
つ
助
動
詞
は
確
か
に
存
在
し
、
そ
れ
は
形
容
詞
型
と
称
さ
れ
て
い
た
。

当
然
に
カ
行
系
サ
行
系
が
混
在
す
る
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
形
容
詞
の
活
用
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
形
容
詞

語
尾
の
影
響
・
関
連
が
あ
る
、
さ
ら
に
勇
み
足
な
が
ら
言
え
ば
形
容
詞
語
尾
に
淵
源
を
有
す
る
）
形
式
で
あ
る
た
め
に
、
形
容
詞
と
い

う
品
詞
の
後
ろ
盾
を
得
て
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
た
。
単
に
カ
行
系
サ
行
系
の
混
在
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

現
行
の
国
文
法
に
お
い
て
、
形
容
詞
語
尾
を
指
し
て
「
現
在
の
シ
」「
現
在
の
キ
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
形
容
詞
語
尾
と
対
応

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
助
動
詞
キ
を
「
過
去
の
シ
」「
過
去
の
キ
」
と
言
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
形
容
詞
語
尾
と
助
動
詞
を
全
く
同
列
に

扱
う
こ
と
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
で
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
捉
え
方
の
あ
る
一
方
で
、
助
動
詞
キ
を
「
過
去
」
と
見
る
こ
と
、

助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
に
カ
行
系
サ
行
系
が
混
在
す
る
捉
え
方
は
今
も
健
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
容
詞
語
尾
と
同
列
視
す
る
中
で
、

い
わ
ば
そ
の
保
証
の
上
に
説
か
れ
て
き
た
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
を
、
両
者
を
分
別
し
別
途
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
現
行
国
文
法
が
、
形

態
上
の
根
拠
も
な
く
認
め
継
承
す
る
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
に
お
け
る
カ
行
系
と
サ
行
系
の
混
在
は
解
消
さ
せ

て
別
種
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
助
動
詞
の
活
用
形
と
し
て
活
用
表
に
記
し
置
く

必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宣
長
所
説
と
は
異
な
る
立
場
、
す
な
わ
ち
、
助
動
詞
キ
の
活
用
に
カ

行
系
サ
行
系
形
態
を
一
括
し
た
把
握
を
し
な
い
立
場
が
、
既
に
宣
長
と
同
時
代
に
存
在
し
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。

三

　

助
動
詞
キ
の
活
用
把
握
に
関
し
て
、
宣
長
と
異
な
る
立
場
を
と
る
の
は
、
富
士
谷
成
章
（
元
文
三
（
一
七
三
八
）—

安
永
八
（
一
七
七

九
））
の
著
書
『
あ
ゆ
ひ（
注
５

）抄
』
の
所
説
で
あ
る
。
次
に
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
キ
と
シ
の
項
を
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
四

「〔
六
〕《
来く
と
も倫
》」
を
引
き
、
私
訳
を
施
す
（
補
足
を
丸
括
弧
内
に
付
す
）。
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〔 

何 

き
〕〈 

何 

は
、
事
・
孔
・
在
の
往
、
ま
た
脚
結
な
り
。〉
過
ぎ
た
る
こ
と
を
確
か
に
定
め
て
言
ふ
言
葉
な
り
。
た
だ
し
、
全
く

人
に
向
か
ひ
て
言
ふ
言
葉
に
て
、
た
ま
た
ま
ひ
と
り
ご
と
に
言
ふ
と
も
、
自み
づ

か
ら
問
ひ
自み
づ

か
ら
答
ふ
る
ほ
ど
の
心
に
の
み
詠よ

む
べ

し
。
里
「
タ
事
ゾ
」「
タ
事
デ
ア
ツ
タ
」「
タ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
ア
ル
」
な
ど
言
ふ
。

い
に
し
へ
に
あ
り
き
タ
コ
ト
ゾあ

ら
ず
は
知
ら
ね
ど
も
千
年と
せ

の
た
め
し
君
に
は
じ
め
む
（
古
、
賀
、
三
五
三
）

思
は
ず
に
い
る
と
は
見
え
き
タ
事
デ
有
タあ

づ
さ
弓
か
へ
ら
ば
か
へ
れ
ひ
と
の
た
め
か
は
（
後
拾
、
雑
三
、
一
〇
四
〇
）

〔
き
タ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
ル
ト
と
〕〔
きタ
コ
ト
ゾ
ト
云

て
ふ
〕〔
き
タ
事
デ
有
タ
カ
ヤ
や
〕〔
き
タ
事
デ
有
タ
ナ
ア
な
〕
ま
た
〔
に
テ
シ
モ
タ
コ
ト
ゾ
き
〕〔
ざ
ナ
ン
ダ
コ
ト
デ
ゴ
ザ
ア
ル

り
き
〕〔
て
テ
置
タ
事
デ
ゴ
ザ
ル
き
〕〔
かカ
ツ
タ
コ
ト
デ
ア
ツ
タ

り
き
〕
な
ど
本
抄
を
見
よ
。

　
〈
私
訳
〉「 

何 

き
」〈 

何
（
キ
の
上
接
語
）
は
、
動
詞
・
ラ
変
動
詞
・
形
容
動
詞
の
連
用
形
、
ま
た
助
動
詞
で
あ
る
。〉
過
ぎ
た
こ
と
を

確
か
に
定
め
て
言
う
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
し
、
全
く
人
に
向
か
っ
て
言
う
言
葉
で
あ
っ
て
、
た
ま
た
ま
独
り
言
で
言
う
と
し
て
も
、
自

ら
問
い
自
ら
答
え
る
く
ら
い
の
意
味
で
の
み
（
歌
に
）
詠
む
べ
き
で
あ
る
。
口
語
「
た
事
ぞ
」「
た
事
で
あ
っ
た
」「
た
こ
と
で
ご
ざ
あ

る
」
な
ど
と
言
う
。（
以
下
用
例
省
略
）

　

助
動
詞
キ
が
、
ど
の
よ
う
な
語
、
ど
の
よ
う
な
活
用
形
に
下
接
す
る
の
か
、
端
的
に
指
摘
し
た
上
で
、
こ
れ
が
「
過
ぎ
た
る
こ
と
」、

つ
ま
り
過
去
の
意
味
を
示
す
も
の
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
確
か
に
定
め
て
言
ふ
言
葉
」
と
は
、
助
動
詞
キ
が
他
者
に
向
か
っ
て

発
さ
れ
る
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
り
、
以
下
そ
の
口
語
訳
、
歌
例
、
応
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。

　

明
ら
か
な
よ
う
に
、
成
章
は
助
動
詞
キ
の
文
法
的
意
義
を
過
去
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宣
長
の
よ
う
に
サ
行
系

形
態
の
シ
と
同
一
視
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
助
動
詞
キ
の
分
類
項
目
名
称
で
あ
る
「《
来く
と
も倫

》」
の
命
名
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
、
す
な
わ
ち
成
章
は
、
助
動
詞
キ
を
「
来
（
く
）」
と
の
有
縁
性
に
お
い
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
形
態
上
「
来
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（
く
）」
と
の
有
縁
性
が
感
得
さ
れ
な
い
サ
行
系
形
態
は
、
こ
こ
に
属
す
は
ず
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
続

い
て
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
五
「〔
二
〕《
し
身
》」
を
引
き
、
私
訳
を
施
す
（
補
足
を
丸
括
弧
内
に
付
す
）。

〔 

何 
し
〕〈 
何 

は
、
脚
結
、
事
の
往
、
孔
・
在
の
末
な
ど
な
り
。〉〔
き
し
か
た
の
し
〕
と
い
ふ
。《
し
家い
へ

》
の
〔
し
〕
を
〔
然し
か

し
〕

と
い
ふ
。
ま
が
は
す
べ
か
ら
ず
。
今
よ
り
い
に
し
へ
の
事
を
い
ひ
、
今け

ふ日
よ
り
昨き
の
ふ日

の
事
を
言
ふ
た
ぐ
ひ
な
り
。
里
「
タ
」
と
言

ふ
。
た
だ
し
、
里
に
は
「
タ
」
と
言
ふ
こ
と
、
常
に
み
だ
り
に
言
ひ
て
〔
し
〕
と
い
ふ
べ
き
所
な
ら
ず
し
て
、〔
ぬ
〕〔
つ
〕〔
き
〕

な
ど
の
脚
結
に
わ
た
り
て
も
言
へ
ど
、
こ
れ
な
ら
で
よ
く
当
た
る
べ
き
言
葉
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
し
ば
ら
く
か
く
当
て
た
り
。
見
む

人
、
き
し
か
た
の
心
を
忘
れ
ず
、
心
に
浮
か
べ
て
心
得
べ
し
。
近
く
い
は
ば
言
葉
の
上
に
「
サ
キ
ダ
ツ
テ
」
な
ど
言
ふ
言
葉
を
添

へ
て
み
れ
ば
ま
が
は
ず
。

袖サキ
ダ
ツ
テ

ひ
ぢ
て
む
す
び
しタ

水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
解
く
ら
む
（
古
、
春
上
、
二
）

た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
間
にサキ
ダ
ツ
テ待
ち
しタ

桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
（
古
、
春
下
、
八
〇
）

〔
ざナ

ン

ダ
り
し
〕〔
かカ

ラ

ナ

ン

ダ

ら
ざ
り
し
〕〔
にテ
シ
マ
フ
タし

〕〔
たテ
ア
ツ
タ

り
し
〕〔
てテ
置
タし

〕
な
ど
本
抄
を
見
よ
。

〔
し
〕
文
字
、
よ
み
づ
め
に
は
必
ら
ず
《
疑
う
た
が
ひ
の
た
ぐ
ひ

属
》
ま
た
は
〔
ぞ
〕
に
打
ち
合
ふ

0

0

0

0

べ
し
。
打
ち
合
は

0

0

0

0

ず
し
て
つ
め

0

0

た
る
歌
は
、
上
つ

0

0

代0

に
の
み
見
ゆ
。『
後
拾
遺
』
に
「
世
々
経
と
も
わ
れ
忘
れ
め
や
桜
花
こ
け
の
た
も
と
に
散
り
て
か
か
り
し
」、
こ
れ
も
靡
づ
め

0

0

0

の

心
に
て
上
つ
代

0

0

0

の
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
。〔
も
〕
に
打
ち
合
へ
る
な
ど
は
、
本
抄
疑
う
た
が
ふ

例
な
り
。

　
〈
私
訳
〉「 

何 

し
」〈 

何
（
シ
の
上
接
語
）
は
、
助
動
詞
、
動
詞
の
連
用
形
、
ラ
変
動
詞
・
形
容
動
詞
の
終
止
形
で
あ
る
。〉〔「
き
し
か

た
」
の
し
〕
と
言
う
。《
し
家い
へ

》
の
「
し
」
の
こ
と
を
「
然し
か

し
」
と
言
う
（
強
意
の
副
助
詞
シ
の
こ
と
）。
紛
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
今
よ
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り
昔
の
こ
と
を
言
い
、
今
日
よ
り
昨
日
の
こ
と
を
言
う
類
で
あ
る
。
口
語
「
た
」
と
言
う
。
た
だ
し
、
口
語
で
「
た
」
と
言
う
こ
と
は
、

い
つ
も
や
た
ら
に
言
っ
て
い
て
、「
し
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
な
く
て
、「
ぬ
」「
つ
」「
き
」
な
ど
の
助
動
詞
に
亙
っ
て
も
言
う
の
だ

が
、
こ
れ
で
な
く
て
よ
く
該
当
す
る
べ
き
言
葉
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
こ
の
よ
う
に
（
口
語
訳
を
）
当
て
て
お
く
。
見
る
人
は
、

「
き
し
か
た
」
の
意
味
を
忘
れ
ず
に
、
思
い
浮
か
べ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
身
近
に
言
う
な
ら
ば
言
葉
の
上
に
「
先
だ
っ
て
」
な
ど
の

言
葉
を
添
え
て
み
る
と
紛
ら
さ
な
い
。（
以
下
用
例
省
略
）

　
「
し
」
文
字
（
助
動
詞
シ
）
は
、
歌
末
（
文
末
）
で
は
必
ず
《
疑
う
た
が
ひ
の
た
ぐ
ひ
属
》（
係
助
詞
カ
・
ヤ
）
ま
た
は
「
ぞ
」（
係
助
詞
）
に
呼
応
す
る
も

の
で
あ
る
。
呼
応
せ
ず
に
（
末
を
）
結
ん
だ
歌
は
、
上
代
に
の
み
見
ら
れ
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
「
世
々
経
と
も
わ
れ
忘
れ
め
や
桜

花
こ
け
の
た
も
と
に
散
り
て
か
か
り
し
」、
こ
れ
も
「
靡
づ
め
」（
連
体
形
終
止
）
の
意
味
で
あ
っ
て
上
代
の
様
で
は
な
い
。「
も
」
に
呼

応
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
本
抄
（『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
証
歌
集
）
疑
う
例
で
あ
る
。

　

先
掲
の
助
動
詞
キ
と
同
じ
く
懇
切
的
確
に
、
助
動
詞
シ
に
つ
い
て
〔「
き
し
か
た
」
の
し
〕
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
（
引
用
箇
所
の

後
に
、
シ
と
同
属
の
助
動
詞
と
し
て
、
セ
と
シ
カ
と
が
立
項
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
「
き
し
か
た
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』

は
独
自
の
用
語
と
し
て
、
今
日
言
う
「
連
用
形
」
を
示
す
名
称
に
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
一
般
的
な
表
現
と
し

て
、
す
な
わ
ち
「
過
去
」
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
口
語
訳
の
際
に
「
先
だ
っ
て
」
と
い
う
言
葉
を
補
う
よ

う
提
案
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
は
、
助
動
詞
シ
に
も
、
助
動
詞
キ
と
同
じ
く
、
過
去
の
意
味
を
認
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
両
者
を
同
じ
助
動

詞
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
せ
ず
、
異
な
る
語
と
し
て
異
な
る
項
目
に
分
類
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
異
な
り
へ
の
注
視
は
、
口
語
訳

の
際
の
配
慮
に
も
窺
え
る
。
近
世
当
時
、「
し
」
の
み
な
ら
ず
「
ぬ
」「
つ
」「
き
」
に
相
当
す
る
意
味
は
、
広
く
「
た
」
が
担
っ
て
お
り
、
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別
語
と
し
て
の
異
な
る
訳
を
宛
が
い
に
く
く
な
っ
て
お
り
（
こ
れ
は
現
代
も
同
様
）、
成
章
は
「
き
し
か
た
の
心
を
忘
れ
ず
」
と
言
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
、
こ
の
よ
う
に
配
慮
す
る
中
に
も
、
シ
と
キ
と
が
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
す

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後
半
部
、
係
り
結
び
に
お
け
る
「「
し
」
文
字
」
を
説
く
成
章
は
、
宣
長
と
同
様
に
係
り
結
び
現
象
に
十
分
な
理
解

を
有
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
延
長
上
に
、
形
容
詞
語
尾
と
助
動
詞
キ
を
関
連
付
け
、
或
い
は
カ
行
系
サ
行
系
混
在
の
助
動
詞
キ
活

用
形
態
を
構
想
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
形
態
上
の
一
貫
性
を
尊
重
し
、
語
の
分
類
・
定
位
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
察
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
は
、「（
キ
に
つ
い
て
）
し
・
し
か
ト
ハ
マ
ダ
関
連
ヅ
ケ
テ
イ
ナ
イ
。」
と

い
う
指（
注
６

）摘
も
あ
り
、
宣
長
に
お
け
る
理
解
、
延
い
て
は
今
日
通
行
の
理
解
に
、
成
章
が
い
ま
だ
達
し
得
て
い
な
い
よ
う
に
見
る
立
場
も

あ
る
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
う
容
易
く
断
言
で
き
る
こ
と
か
。
見
て
き
た
よ
う
に
検
討
の
余
地
は
残
さ
れ
て
お
り
、
形
態
上
の
定
位

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
成
章
の
洞
察
に
尊
重
す
べ
き
点
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は
、
助
動
詞
キ
と
同
属
の
助
動
詞
と
し
て
ケ
リ
を
立
項
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
と
ケ
リ
と
の
文
法
的
意
義
に
お
け

る
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。『
あ
ゆ
ひ
抄
』
巻
四
「〔
六
〕《
来く
と
も倫
》」
を
引
き
、
私
訳
を
施
す
（
補
足
を
丸
括
弧
内
に
付
す
）。

〔 

何 

け
り
〕〈 

何 

、
上
に
同
じ
。〉〔
け
り
〕
は
『
万
葉
』
に
「
来
」
と
書
き
た
れ
ど
、
ま
こ
と
は
「
来
有
」
の
心
な
り
。
す
な
は
ち

〔
き
〕
の
立
居

0

0

な
れ
ど
、〔
き
〕
と
の
み
詠よ

め
る
に
く
ら
ぶ
れ
ば
、
例
の
な
り
文
字

0

0

0

0

添
ひ
て
心
ゆ
る
べ
り
。〔
き
〕
は
人
に
近
く
あ
ひ

む
か
へ
る
や
う
に
言
へ
り
。〔
け
り
〕
は
同
じ
く
言
ひ
定
め
た
る
言
葉
な
が
ら
理
に
か
か
は
れ
る
か
た
が
（
マ
マ
）重
く
て
、
み
づ
か
ら
言

へ
る
言
葉
と
な
れ
り
。
里
「
物
ヂ
ヤ
」「
事
ヂ
ヤ
」
と
言
ふ
。
ま
た
、
そ
の
所
々
に
よ
り
て
「
タ
コ
ト
ヂ
ヤ
」「
タ
モ
ノ
ヂ
ヤ
」
と

「
タ
」
文
字
を
添
へ
て
も
心
得
べ
し
。

常
磐
な
る
松
の
緑
も
春
来
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ
の
色
ま
さ
りル
モ
ノ
ヂ
ヤ

け
り
（
古
、
春
上
、
二
四
）
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花
の
木
も
今
は
掘
り
植
ゑ
じ
春
立
て
ば
移
ろ
ふ
色
に
人
な
ら
ひフ
モ
ノ
ヂ
ヤ

け
り
（
古
、
春
下
、
九
二
）

〔
にテ
シ
モ
タ
コ
ト
ヂ
ヤ

け
り
〕〔
てテ
ノ
ケ
タ
コ
ト
ヂ
ヤ

け
り
〕〔
なデ
ア
ル
コ
ト
ヂ
ヤ

り
け
り
〕〔
ざナ
ン
ダ
コ
ト
ヂ
ヤ

り
け
り
〕〔
かカ
ツ
タ
コ
ト
ヂ
ヤ

り
け
り
〕〔
けコ
ト
ヂ
ヤ
ナ
ア

り
な
〕〔
けコ
ト
ヂ
ヤ
カ
ヤ

り
や
は
〕〔
ずナ
ン
ダ
コ
ト
ヂ
ヤ

け
り
〕
な
ど
本
抄
を
見
よ
。

　
〈
私
訳
〉「 
何 
け
り
」〈 

何 

は
、
上
（
キ
の
項
）
に
同
じ
で
あ
る
。〉
ケ
リ
は
『
万
葉
集
』
に
「
来
」
と
書
い
て
い
る
が
、
実
は
「
来

有
」
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
キ
の
活
用
（
変
化
派
生
）
で
あ
る
が
、
キ
と
の
み
（
歌
に
）
詠
ん
で
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
例
の
「
な

り
文
字
（
存
在
詞
ア
リ
に
よ
る
派
生
）」
が
添
加
し
て
意
味
が
ゆ
る
ん
で
い
る
。
キ
は
人
に
近
く
互
い
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
言
っ
て

い
る
。
ケ
リ
は
同
じ
よ
う
に
言
い
定
め
た
言
葉
で
あ
る
が
理
に
か
か
わ
っ
て
い
る
向
き
が
重
く
て
、
自
ら
言
っ
て
い
る
言
葉
と
な
っ
て

い
る
。
口
語
「
物
ぢ
ゃ
」「
事
ぢ
ゃ
」
と
言
う
。
ま
た
、
そ
の
所
々
に
よ
っ
て
「
た
こ
と
ぢ
ゃ
」「
た
も
の
ぢ
ゃ
」
と
「
た
」
文
字
を
添

加
し
て
も
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。（
以
下
用
例
省
略
）

　

助
動
詞
ケ
リ
が
「
来
有
（
キ
ア
リ
）」
に
由
来
す
る
こ
と
が
明
瞭
に
説
か
れ
、
キ
と
の
意
義
差
は
存
在
詞
ア
リ
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
ケ
リ
の
淵
源
に
「
来
有
（
キ
ア
リ
）」
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
万
葉
集
の
用
例
に
照
ら
し
て
今
日
概
ね
定
説
と
な
っ

て
い
る
こ
と
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
口
語
訳
と
し
て
文
脈
に
よ
り
「
た
」
を
添
加
し
て
理
解
し
得
る
と
述
べ
、
こ
こ
か
ら
ケ
リ

が
過
去
の
意
義
を
示
し
得
る
と
の
理
解
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。

　

注
目
す
べ
き
点
は
、
キ
と
ケ
リ
と
の
意
義
・
用
法
上
の
差
異
に
関
す
る
言
及
で
あ
ろ
う
。
先
掲
の
如
く
、
キ
は
他
者
に
向
か
っ
て
対

面
す
る
よ
う
に
（
人
に
近
く
あ
ひ
む
か
へ
る
や
う
に
）
発
さ
れ
る
も
の
で
、
ケ
リ
は
、「
理
」
に
か
か
わ
る
趣
が
強
く
自
ら
言
う
言
葉
に

な
っ
て
い
る
と
説
く
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
の
箇
所
は
難
解
で
、
成
章
の
真
意
が
し
か
と
は
承
知
し
に
く
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
存
在
詞
ア

リ
の
含
有
に
よ
り
、
キ
よ
り
も
意
味
が
ゆ
る
ん
で
い
る
（
心
ゆ
る
べ
り
）
と
い
う
指
摘
と
、
さ
て
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
か
ら
に
は
、
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キ
は
ケ
リ
（
来
有
）
か
ら
存
在
詞
ア
リ
（
有
）
を
除
い
た
と
こ
ろ
の
、
キ
（
来
）
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
そ

の
理
解
の
し
か
た
と
、
重
要
な
言
及
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
、
助
動
詞
キ
と
ケ
リ
と
の
対
照
的
研
究
に
お
い

て
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
所
説
が
直
ち
に
参
照
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
明
瞭
で
あ
る
。
助
動
詞
キ
と
ケ
リ
と
を
比
較
す
る
と
い
う
、
そ
の

検
討
に
お
い
て
、
助
動
詞
キ
は
カ
行
系
サ
行
系
の
混
在
し
た
今
日
通
行
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
ケ
リ
と
の
差
異
が
追
究
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
い
て
、
到
底
容
認
し
得
な
い
方
法
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
お
い
て
、
比

較
検
討
は
、
キ
と
ケ
リ
と
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
シ
（
お
よ
び
セ
・
シ
カ
）
と
キ
（
お
よ
び
ケ
リ
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。

　

思
え
ば
国
語
研
究
は
、
古
来
営
々
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
先
学
は
多
く
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
す
ぐ
れ
た
成
果
は
定
説
と
な

っ
て
き
た
。
た
だ
し
、
定
説
と
見
な
さ
れ
る
論
考
に
も
検
討
の
余
地
は
な
お
見
出
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
助
動
詞
キ
の
活
用
形
態
と
い
う

ほ
ん
の
小
さ
な
枠
組
み
に
、
体
制
内
に
限
っ
た
検
討
の
余
地
を
疑
っ
て
み
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
可
能
に
な
る
か
、

具
体
的
考
察
は
他
稿
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
も
し
通
説
と
は
異
な
る
可
能
性
が
導
か
れ
る
と
し
た
ら
、
素
朴
な
疑
問
も
存

外
す
み
に
置
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注１ 

以
下
「
活
用
」
に
関
し
て
は
簡
要
な
解
説
を
記
す
次
の
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
る
。

 

小
田
勝
『
古
代
日
本
語
文
法
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
二
〇
日
初
版
発
行

２ 

「
形
状
言
」
に
関
し
て
次
の
書
を
参
照
す
る
。

 

川
端
善
明
「
用
言
」『
岩
波
講
座
日
本
語
６
文
法
Ⅰ
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
一
二
月
八
日
第
一
刷
発
行
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「
情
態
言
」
に
関
し
て
次
の
書
を
参
照
す
る
。

 

阪
倉
篤
義
『
語
構
成
の
研
究
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日
初
版
発
行

３ 
本
居
宣
長
『
て
に
を
は
紐
鏡
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
三
〇
日
発
行
）

４ 
本
居
宣
長
『
詞
の
玉
緒
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
三
〇
日
発
行
）

５ 

富
士
谷
成
章
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
関
し
て
本
文
・
語
釈
は
次
の
書
に
よ
る
。
句
読
点
は
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

 

中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』
風
間
書
房
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
二
十
五
日
初
版
発
行

６ 

次
の
書
の
中
田
祝
夫
「
解
説
」
二
五
頁
に
よ
る
。

 

『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
勉
誠
社
文
庫
16
）
勉
誠
社
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
五
日
第
一
刷
発
行

参
考
文
献

橋
本
（
一
九
六
九
）、
橋
本
進
吉
『
助
詞
・
助
動
詞
の
研
究
』（
橋
本
進
吉
博
士
著
作
集
第
八
冊
（
講
義
集
三
））
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
一
一
月
二
九

日
第
一
刷
発
行

日
野
（
二
〇
〇
八
）、
日
野
龍
夫
「
宣
長
の
落
ち
た
陥
穽
」『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
創
刊
号
、
平
成
十
年
十
一
月
二
十
五
日
発
行

山
田
（
一
九
三
六
）、
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
学
概
論
』
宝
文
館
出
版
、
昭
和
十
一
年
五
月
五
日
第
一
刷
発
行

 

（
大
谷
大
学
准
教
授　

国
語
学
）

 
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
シ
、
本
居
宣
長
、
富
士
谷
成
章




