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碕
麗
　
う

つ
く
し

き
よ

し

漢
語
と
和
語

浅
　
　
野

敏
　
　
彦

　
古
く
は
コ
言
海
』
の
「
採
集
語
類
別
表
」
に
、
新
し
く
は
『
現
代
雑
誌
九
十

種
の
用
語
用
字
』
の
第
三
分
冊
所
載
の
図
阯
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
国
語
語

彙
の
中
に
占
め
る
漢
語
語
彙
の
割
合
の
大
き
さ
は
、
周
知
の
事
柄
と
な
っ
て
い

る
。　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
漢
語
に
っ
い
て
の
研
究
の
歴
史
を
通
観
し
て
み
る

に
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
う
る
か
と
思
う
。

　
一
つ
は
、
山
田
孝
雄
氏
の
『
国
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
の
研
究
』
を
越
え
る

方
法
論
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
池
上
禎
造
先
生
の
御
指
摘
に
あ
る
よ
う

＠に
、
問
題
と
す
る
漢
語
が
、
知
的
階
層
の
用
い
る
語
な
の
か
、
庶
民
も
用
い
て

い
る
語
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
男
子
の
み
で
な
く
女
子
も
用
い
る
語
で
あ

る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
「
こ
と
ば
の
層
」
の
問
題
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
語
を
共
時
論
的
語
彙
諭
に
お
け
る
一
種
の
語
彙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

範
曉
と
し
て
捉
え
て
い
く
、
浜
田
敦
氏
の
論
な
ど
も
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
つ
に
は
、
語
彙
論
一
般
に
つ
い
て
も
言
え
る

こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
漢
語
を
語
彙
の
中
の
語
と
し
て
捉
え
て
い
く
研
究
が
少

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
な
さ
れ
て
い
る
多
く
の
語
史
研
究
は
、
漢

語
が
日
本
語
化
し
て
行
く
過
程
を
考
え
る
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
研
究
で

は
あ
る
が
、
和
語
を
も
合
め
た
国
語
語
彙
と
い
う
「
単
語
の
集
ま
り
」
の
中
で

捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
漢
語
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
漢
語
が
外
来
語
で
あ
る
限
り
、
和
語
と
無
関
係

で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
漢
語
に
の
み
焦
点
を
あ
て
て
い
る

の
で
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
各
時
代
の
代
表
的
な
文
学
作
晶
を
資

料
と
し
て
、
時
代
を
下
る
に
っ
れ
て
各
々
の
文
献
に
占
め
る
漢
語
の
割
合
が
増

大
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
の
み
で
は
「
漢
語
の
日
本
語
化
」
を
言
っ
た
こ



と
に
は
な
ら
な
い
の
も
、
同
様
の
理
由
か
ら
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
漢
語
研
究
の
歴
史
を
通
観
し
た
と
こ
ろ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
以
上

二
つ
の
問
題
点
を
踏
ま
え
て
、
日
本
語
の
歴
史
に
お
け
る
漢
語
と
和
語
と
の
問

題
を
考
え
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
に
は
、
　
「
縛

麗
」
「
う
つ
く
し
」
「
き
よ
し
」
の
三
語
を
対
象
と
し
、
「
美
し
さ
を
表
わ
す
語

彙
」
の
中
で
、
漢
語
と
和
語
が
国
語
史
の
上
で
ど
の
よ
う
に
相
互
に
関
係
し
て

い
た
の
か
を
考
察
し
て
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
っ
い
て
、
少

し
説
明
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
状
言
　
　
鈴
木
腺
の
文
法
論
か
ら
す
れ
は
形
状
の
詞
、
国
立
国
語
研

究
所
編
『
分
類
語
彙
表
』
で
言
え
は
相
の
類
に
属
す
る
語
　
　
を
選
ん
だ
理
由

に
つ
い
て
述
べ
る
。
漢
語
の
よ
う
な
外
来
語
は
、
そ
の
多
く
が
外
国
か
ら
移
入

さ
れ
る
新
し
い
文
物
と
と
も
に
入
っ
て
く
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
れ

ら
の
多
く
は
体
言
と
し
て
国
語
語
彙
の
中
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る

が
、
こ
う
し
た
事
実
を
さ
し
て
、
漢
語
の
増
大
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ

の
場
合
は
、
事
柄
の
世
界
の
変
動
に
よ
っ
て
、
語
が
一
っ
増
え
た
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
即
ち
、
国
語
語
彙
に
お
け
る
各
語
相
互
問
に
何
ら
の
変
動
も
生
じ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
体
言
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
言
語
の
問
題
で
は
な
く
、

レ
フ
ァ
ラ
ン
ト
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
体

言
を
対
象
と
は
せ
ず
、
そ
う
し
た
恐
れ
の
な
い
状
言
を
選
ん
だ
。
次
に
、
「
美

し
さ
を
表
わ
す
語
彙
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
概
念
体
係
の
枠
を
決
め
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
精
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
っ
い
て
は
問
題
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
膨
大
な
語
彙
を
っ
き
く
ず
し

て
い
く
一
つ
の
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
二

　
本
節
で
は
、
現
代
語
で
「
美
し
さ
を
表
わ
す
語
彙
」
の
代
表
語
と
も
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
る
漢
語
「
椅
麗
」
の
語
史
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
、
そ
の
漢
語
「
緒
麗
」
と
和

語
「
う
っ
く
し
」
「
き
よ
し
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
、
室
町
時
代
の
後
半
、

十
六
世
紀
に
、
漢
語
「
緒
麗
」
が
和
語
「
き
よ
し
」
の
意
味
領
域
に
入
り
こ
ん

だ
こ
と
を
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

Ｈ

　
「
絡
麗
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
に
源
流
を
持
っ
漢
語
で
、
『
侃
文
韻

府
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
例
に
は
次
の
如
き
例
が
見
え
る
。

　
　
・
性
客
豪
務
在
華
修
唯
帳
車
服
窮
極
縞
麗
厨
膳
滋
味
過
干
王
者
。
　
（
脅
書

　
何
曽
伝
）

諸
橋
轍
次
氏
は
、
「
う
る
は
し
い
、
美
し
く
は
で
や
か
」
の
意
味
で
あ
る
と
さ

　
　
　
＠

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
給
麗
」
が
、
我
が
国
に
入
っ
て
来
た
時
期
、
経
路
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
『
文
選
』
に
「
緒
麗
」
が
見
え
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
奈
良
、
平
安
時
代
に
は
知
的
階
層
の
理
解
語
と
な
っ
て
い

た
と
考
え
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
、
平
安
時
代
の
日
本
側
の
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鯖
麗
　
う
つ
く
し
　
ぎ
よ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

文
献
に
は
そ
の
使
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
『
色
葉
字
類
抄
』
に

も
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
推
せ
ば
、
平
安
時
代
に
は
、
一
般
的
な
使
用
語
に
は

ま
だ
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
か
と
思

う
。　

右
に
述
べ
た
如
く
、
奈
良
時
代
、
平
安
時
代
の
文
献
に
「
緒
麗
」
は
見
え

ず
、
今
ま
で
に
捜
し
得
た
中
で
最
も
古
い
例
は
、
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
に
成
立

し
た
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
み
え
る
二
例
で
あ
る
。
『
正
法
眼
蔵
↑
に
は
、

　
　
こ
の
糞
掃
衣
を
も
ち
ゐ
る
こ
と
は
、
い
た
づ
ら
に
幣
衣
に
や
つ
れ
た
ら
ん

　
が
た
め
と
学
す
る
は
至
愚
な
る
べ
し
。
荘
厳
奇
麗
な
ら
ん
が
た
め
に
、
仏
道

．
に
用
著
し
ぎ
た
れ
る
と
こ
ろ
也
。
（
第
二
十
二
　
伝
衣
）

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
文
脈
上
〈
荘
厳
奇
麗
〉
は
、
〈
や
つ
れ
た
ら
ん
〉
と
対

応
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
「
緒
麗
」
は
、
「
美
し
く
、
は
で
や
か
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
学
道
用
心
集
』
に
も
み

　
　
　
＠

え
て
い
る
。

　
鎌
倉
時
代
の
文
献
に
見
出
し
得
た
「
緒
麗
」
は
、
道
元
の
著
作
工
み
え
る
三

　
　
　
　
　
＠

例
の
み
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
調
査
文
献
が
少
な
か
っ
た
結
果
生
じ
た
こ
と

で
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
、
『
宇
治

拾
遺
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
説
話
集
や
、
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
軍
記
も
の

な
ど
に
み
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
「
緒
麗
」
は
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
十

分
一
般
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

元
の
使
用
語
彙
の
一
っ
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る

文
献
は
教
義
書
で
あ
り
、
文
体
も
漢
文
訓
読
体
や
漢
文
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
り

し
て
、
か
な
り
固
い
文
献
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
鎌
倉
時
代
の
「
椅

麗
」
は
、
仏
典
、
漢
籍
な
ど
に
精
通
し
て
い
た
一
部
の
知
的
階
層
の
理
解
語
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　
室
町
時
代
に
入
る
と
、
鎌
倉
時
代
と
は
異
な
り
、
多
く
の
用
例
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
朱
楼
紫
殿
玉
欄
干
、
金
ヲ
鐘
ニ
シ
銀
ヲ
柱
ト
セ
、
。
其
ノ
荘
観
奇
麗
、
未

　
曽
テ
目
ニ
モ
不
レ
見
耳
ニ
モ
聞
ザ
リ
シ
所
也
。
（
吠
平
記
　
巻
一
五
〉

　
　
天
下
服
　
　
廉
ナ
モ
ノ
チ
ヤ
カ
ナ
ニ
ト
シ
テ
カ
曹
テ
絢
麗
ナ
ル
ラ
ウ
ト
怪

　
ソ
。
（
漠
書
列
伝
竺
桃
抄
）

こ
れ
ら
の
「
緒
麗
」
は
、
建
物
や
衣
服
の
「
き
ら
び
や
か
な
美
し
さ
」
を
形
容

す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
『
論
語
抄
↑
　
『
尺
素
往
来
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

に
も
同
様
の
例
が
み
ら
れ
る
。
右
に
示
し
た
文
献
は
、
す
べ
て
十
五
世
紀
頃
ま

で
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
「
縛
麗
」
は
「
き
ら
び
や
か
な
美
し

さ
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
七
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
六

世
紀
の
初
め
の
成
立
で
あ
る
『
毛
詩
抄
』
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
み
え
る
「
緒

麗
」
は
、
『
太
平
記
』
な
ど
に
み
え
る
「
緒
麗
」
と
は
語
義
を
異
に
し
、
「
よ
ご

れ
て
い
な
い
、
清
潔
な
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
操
ハ
沐
浴
ノ
心
ゾ
。
キ
レ
イ
ニ
イ
サ
ギ
ョ
ウ
ア
ラ
ハ
ウ
ト
云
心
ゾ
。
（
毛



　
詩
抄
　
巻
一
）

　
　
淵
明
力
足
ヲ
ア
ラ
ハ
・
・
結
句
足
ハ
・
ヨ
ゴ
ル
ヘ
シ
。
　
何
ト
洗
ト
モ
・

　
キ
レ
イ
ニ
ハ
・
ナ
ル
マ
イ
ソ
。
（
中
華
若
木
詩
抄
　
上
巻
）

こ
う
し
た
意
味
の
「
縛
麗
」
は
、
『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
』
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の

『
日
本
大
文
典
』
、
『
捷
解
新
語
」
な
ど
の
外
国
資
料
に
も
み
え
、
『
日
葡
辞
書
』

は
、
〈
昂
鍔
目
気
◎
庁
◎
↑
◎
〉
と
し
て
い
る
。

　
『
太
平
記
」
、
『
論
語
抄
』
等
の
「
緒
麗
」
と
、
『
毛
詩
抄
』
、
『
中
華
若
木
詩

抄
』
等
の
「
椅
麗
」
と
を
つ
き
合
わ
す
と
、
一
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
の
初

め
頃
を
境
と
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
間
に
明
確
な
一
線
を
画
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
「
椅
麗
」
は
、
「
き
ら
び
ゃ
か
な
美
し
さ
」
か
ら
「
よ
ご
れ
て
い
な

い
、
清
潔
な
」
へ
と
意
味
変
化
を
起
こ
し
た
と
見
傲
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
思

う
。
次
に
示
す
狂
言
「
ほ
う
ち
ゃ
う
む
こ
」
の
虎
明
本
と
虎
寛
本
と
の
詞
章
の

異
同
は
、
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
は
し
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
い
や
そ
ち
は
一
段
と
き
れ
ひ
な
が
ど
ち
へ
ゆ
く
ぞ
。
（
虎
明
本
）

　
　
扱
そ
な
た
殊
の
外
ぎ
ら
び
や
か
な
が
ど
れ
へ
行
ぞ
。
（
虎
寛
本
）

　
次
に
、
室
町
時
代
の
「
椅
麗
」
の
語
性
に
つ
い
て
考
疋
て
行
く
こ
と
に
す

る
。
『
尺
素
往
来
』
は
、
漢
字
文
で
あ
る
に
し
て
も
、
鎌
倉
時
代
の
道
元
の

『
学
道
用
心
集
』
に
比
べ
る
と
、
往
来
物
で
も
あ
り
少
し
は
軟
ら
か
い
文
献
で

あ
る
の
で
、
「
緒
麗
」
を
用
い
る
階
層
も
鎌
倉
時
代
の
よ
う
に
狭
く
は
な
か
っ

　
　
　
　
　
　
縞
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
太
平
記
』
で
は
、
漢
文
訓
読
体
の
性
格
が
強
い

文
体
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
〈
壮
観
奇
麗
〉
と
語
尾
を
活
用
さ
せ
ず
に

体
言
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
室
町
時
代
前
半
で
は
、
依

然
文
章
語
的
性
格
の
強
い
語
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
室
町
時
代
後
半
の
十
六
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
頃
日
本
に
来
て
い
た

朝
鮮
人
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
日
本
語
学
習
の
た
め
に
書
か
れ
た
会
話
体
か
ら
な

る
『
捷
解
新
語
』
や
、
ド
ミ
ニ
コ
会
宣
教
師
の
コ
リ
ヤ
ー
ド
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
告
白
体
か
ら
な
る
『
餓
悔
録
」
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
口
頭
語
で
あ
っ
た
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
な
か
で
も
、
『
餓
悔
録
』
の
例
は
、
〈
ｇ
邑
。
。
與
〉
と
い
う
よ
う

に
、
接
尾
語
「
さ
」
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
「
緒
麗
」
が
早
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

口
頭
語
化
し
、
深
く
日
本
語
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
う
し
た
口
頭
語
化
に
比
例
し
て
、
使
用
層
・
理
解
層
が
男
性
の
み
で
な
く
女

性
に
も
広
が
っ
て
い
た
こ
と
も
、
右
に
示
し
た
『
餓
悔
録
』
の
例
が
傾
城
の
告

白
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
言
え
る
か
と
思
う
。

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
室
町
時
代
の
後
半
、
十
六
世
紀
に
入
っ
て
、
漢
語
「
絢

麗
」
は
よ
う
や
く
そ
れ
ま
で
の
文
章
語
的
性
格
の
語
か
ら
、
口
頭
語
的
性
格
を

強
く
持
っ
語
と
な
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、
意
味
も
「
き
ら
び
や

か
な
美
し
さ
」
か
ら
、
本
来
の
字
義
と
は
異
な
る
「
よ
ご
れ
て
い
な
い
、
清
潔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
」
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
「
緒
麗
」
に
つ
い
て
は
、
宝
暦
頃
（
一
七
五
〇
年
代
）
を
境
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
　
　
椅
麗
　
う
つ
く
し
　
ぎ
よ
し

し
て
前
期
、
後
期
に
分
か
ち
、
上
方
語
（
京
阪
語
）
の
場
合
を
考
え
て
い
こ
う

と
し
た
が
、
資
料
の
制
約
上
、
従
来
の
国
語
史
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
前
期
は
上
方
語
、
後
期
は
江
戸
語
を
対
象
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

れ
故
、
記
述
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
平
面
的
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
い
く
ら
か
補
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
刊
行
の
『
尤
の
草
紙
』
の
〈
き
れ
い
な
る
物
の

晶
々
〉
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
〈
路
地
に
水
う
ち
た
る
〉
、
〈
あ
た
ら
し
き
た
た

み
〉
、
〈
若
衆
の
は
の
白
き
〉
な
ど
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、
「
清
潔
な
感
じ
」
の
す
る

も
の
や
「
す
が
す
が
し
い
感
じ
」
の
す
る
も
の
な
ど
が
、
〈
き
れ
い
な
る
物
〉

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
「
可
な
り
あ
ざ
や
か
に
近
世
語
の
姿
が

　
　
　
　
＠

う
か
が
へ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
元
禄
の
頃
も
、

　
　
む
か
ひ
通
る
す
げ
笠
足
元
腰
元
身
の
ま
は
り
、
す
っ
き
り
き
れ
い
に
は
い

　
た
や
う
な
は
伯
者
の
国
の
人
と
見
た
。
（
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節
）

の
如
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
よ
ご
れ
て
い
な
い
、
清
潔
」
の
意
味
で
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
、
『
聖
遊
廓
』
に
も
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が

み
え
、
江
戸
前
期
の
「
緒
麗
」
は
、
十
六
世
紀
以
降
の
「
縛
麗
」
と
連
続
し
て

い
る
。
な
お
、
江
戸
前
期
の
「
緒
麗
」
の
意
味
を
右
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
一
七
一
〇
年
代
に
、
朝
鮮
の
訳
官
洪
舜
明
の
編
纂
し
た
『
倭
語
類

解
』
が
、
漢
字
〈
浄
〉
を
〈
き
れ
い
〉
と
し
て
い
る
こ
と
が
傍
証
と
な
ろ
う
か

　
、
　
　
　
◎

と
田
凹
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
と
こ
ろ
で
、
『
身
体
山
吹
色
』
（
一
七
九
八
年
）
の
例
に
は
、

　
　
あ
れ
も
近
江
屋
か
ら
出
る
お
三
井
と
い
ふ
や
つ
じ
ゃ
何
ン
と
奇
麗
じ
ゃ
な

　
サ
憎
う
な
い
も
の
じ
や
。
（
巻
之
二
）

と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
あ
り
、
『
通
言
総
離
』
（
一
七
八
七
年
）
に
も
遊
女

の
容
貌
に
っ
い
て
用
い
た
例
が
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
一
八
世
紀

末
の
「
緒
麗
」
は
、
必
ず
し
も
「
よ
ご
れ
て
い
な
い
、
清
潔
」
の
意
味
だ
け
で

は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
用
法
は
限
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
頃
も
「
清
潔
」
の
意
味
で
用
い

て
い
た
よ
う
で
、
『
雑
字
類
篇
』
（
一
七
八
六
年
）
は
、
〈
キ
レ
イ
ナ
ナ
ガ
レ
〉
、

〈
キ
レ
イ
ズ
キ
〉
、
〈
キ
レ
イ
ナ
〉
に
各
々
、
〈
清
流
〉
、
〈
潔
疾
〉
、
〈
清
楚
〉
を
碗

て
て
い
る
。

　
し
か
し
、
十
九
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
、
だ
い
ぷ
様
相
が
異
な
っ
て
く
る
。

『
詩
楚
階
梯
』
（
一
八
四
四
年
）
に
は
、

　
　
玉
玲
薙
　
ユ
キ
ナ
ド
ノ
キ
レ
イ
ナ
ミ
タ
テ

の
よ
う
に
、
前
期
の
意
味
と
同
じ
「
椅
麗
」
の
他
に
、

　
　
五
彩
ノ
虹
　
キ
レ
イ
ナ
虹

　
　
　
ス
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
顎
二
錦
楓
一
　
キ
レ
イ
ナ
モ
ミ
ヂ
ガ
チ
ル

の
如
く
、
「
あ
ざ
や
か
な
美
し
さ
」
の
意
味
の
「
椅
麗
」
も
み
え
て
い
る
。
つ

ま
り
、
『
詩
楚
階
梯
』
の
「
緒
麗
」
は
、
現
代
語
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
「
美
」
．

と
「
清
潔
」
の
二
っ
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
書
が
く
唯
童
蒙



ノ
為
二
〉
、
〈
郡
僅
野
俗
ヲ
ィ
ト
ハ
ズ
Ｖ
（
凡
例
）
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
よ
り
、
こ
の
二
つ
の
意
味
は
、
と
も
に
口
頭
語
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
十
九
世
紀
の
前
半
期
の
書
写
と
見
て
大
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
、
京
都
大
学
文
学
部
言
語
学
研
究
室

蔵
本
の
『
交
隣
須
知
』
に
も
次
の
如
き
例
が
み
え
る
。

　
　
ラ
ン
ハ
　
ア
マ
リ
キ
レ
イ
ニ
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
ニ
ヲ
イ
ガ
ヨ
フ
コ
サ
ル

　
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
の
「
緒
麗
」
は
、
十
九
世
紀
の
中
頃
に
、
口
頭
語
に

於
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
清
潔
」
の
意
味
の
他
に
、
十
五
世
紀
頃
ま
で
の
「
緒

麗
」
が
持
っ
て
い
た
、
ま
た
近
世
の
文
語
文
献
に
み
え
る
「
緒
麗
」
の
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
る
「
美
」
の
意
味
を
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
の
「
緒
麗
」
は
、
ま
っ
た
く
口
頭
語
化
し
て
し
ま
っ

て
い
た
と
言
え
る
。
近
松
は
、
宿
屋
の
女
中
が
客
を
引
く
時
の
こ
と
ば
の
中
に

「
椅
麗
」
を
使
わ
せ
て
お
り
、
三
馬
も
、
女
性
の
風
呂
場
で
の
世
間
話
の
中
に

使
わ
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
し
て
も
、
こ
の
時
期
の
「
緒
麗
」
が
日
常
の

ご
く
普
通
の
話
し
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
右
で
述

べ
た
口
頭
語
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
重
な
る
が
、
す
で
に
、
漢
語
で
あ
る

と
い
う
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
前

述
し
た
『
雑
字
類
篇
』
に
、

　
　
キ
レ
ィ
ロ
ミ
ヅ
　
　
キ
レ
ィ
ナ
ナ
ガ
レ
　
　
＠

　
　
浄
　
水
　
　
清
　
水
・
　
泉

の
如
く
み
え
て
い
る
が
、
こ
の
書
が
日
常
の
口
頭
語
か
ら
漢
字
表
記
を
引
く
た

　
　
　
　
　
　
縞
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

め
の
も
の
で
あ
る
（
凡
例
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
〈
キ
レ
イ
Ｖ
は
、
日
常
の
口

頭
語
で
あ
っ
た
と
言
え
、
さ
ら
に
、
そ
の
漢
字
表
記
が
漢
語
の
「
緒
麗
」
で
は

な
く
、
「
浄
」
、
「
清
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
〈
キ
レ
イ
〉
に
漢
語
「
縞
麗
」

は
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
雅
語
を
俗
語
で
解
釈

し
た
『
雅
語
講
解
』
に
、
〈
キ
レ
イ
〉
と
表
記
し
て
雅
語
「
き
よ
ら
」
の
訳
に

あ
て
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
時
代
の
文
献
に
仮
名
書
き
の
例
が
多
く
み
え
る
こ

と
な
ど
も
、
「
緒
麗
」
に
対
す
る
漢
語
と
し
て
の
意
識
が
薄
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
一
つ
の
事
実
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ｏ

　
本
項
で
は
、
前
項
で
明
ら
か
に
し
た
語
史
を
持
つ
「
椅
麗
」
と
、
こ
れ
と
関

係
の
深
い
「
う
つ
く
し
」
「
き
よ
し
」
と
の
相
互
の
交
渉
を
み
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

　
「
う
つ
く
し
」
の
語
史
の
大
略
は
、

　
　
肉
親
の
愛
か
ら
小
さ
い
者
へ
の
愛
に
、
そ
し
て
小
さ
い
も
の
の
美
へ
の
愛

　
に
、
さ
ら
に
室
町
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
美
そ
の
も
の
を
表
わ
す

　
よ
う
に
と
、
移
り
変
っ
て
来
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
ま
と
め
ら
れ
た
大
野
晋
氏
の
言
葉
で
尽
き
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
、

若
干
の
補
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、
鎌
倉
時
代
中
頃
の
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る

『
健
寿
御
前
目
記
』
の
次
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
中
頃
に
は
、
「
う
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
　
　
　
椅
麗
　
う
つ
く
し
　
ぎ
よ
し

く
し
」
は
美
そ
の
も
の
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
盤
は
、
ち
り
も
な
く
う
つ
く
し
う
さ
ぷ
ら
ひ
け
り
。

「
き
よ
し
」
は
、
「
清
潔
」
の
意
味
で
、
口
頭
語
、
文
章
語
を
問
わ
な
け
れ
ば
、

奈
良
時
代
よ
り
現
代
ま
で
使
わ
れ
て
お
り
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
－
上
代

篇
　
　
』
が
言
う
、
感
覚
的
な
意
味
に
も
倫
理
的
な
意
味
に
も
使
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
、
と
い
う
の
は
奈
良
時
代
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
「
う
つ
く
し
」
、
「
き
よ
し
」
の
語
史
の
大
略
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
語
と
「
緒
麗
」
が
交
渉
を
持
っ
よ
う
に
な
る

時
期
は
、
「
精
麗
」
が
口
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
十
六
世
紀

以
降
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
う
つ
く
し
」
は
、
十
六
世
紀
に
は
す
で
に
美
一
般
を
表
わ
す
語
と
な
っ
て

お
り
、
『
日
葡
辞
書
』
に
は
、
〈
オ
¢
８
ｏ
ｑ
四
＜
号
９
衰
口
９
冨
〉
と
あ
る
が
、
そ

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
訳
か
ら
み
て
、
「
き
よ
し
」
の
持
つ
意
味
と
通
じ
あ
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
「
う
つ
く
し
」
は
、

　
　
漢
氏
ハ
ウ
ツ
ク
シ
ク
文
ヲ
織
ル
程
ニ
ソ
ノ
氏
ヲ
ヤ
カ
テ
ア
ヤ
ト
云
タ
。

　
（
目
本
書
紀
抄
）

　
　
我
ハ
此
美
人
ノ
ウ
ツ
ク
シ
イ
ヲ
悦
デ
ハ
ナ
イ
ゾ
。
（
毛
詩
抄
）

の
如
き
「
美
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
大
勢
で
あ
っ
た
。
「
き
よ

し
」
は
、
『
日
葡
辞
書
』
に
は
〈
一
ぎ
８
〉
と
あ
り
「
清
潔
」
の
意
味
で
あ
っ
た

が
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
等
を
み
る
と
、
倫
理
的
な
も
の
、
精
神
的
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

に
対
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
「
縛
麗
」
が
「
清
潔
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
っ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ

る
。
と
す
れ
は
、
十
六
世
紀
の
「
美
し
さ
」
と
い
う
意
味
分
野
の
中
で
、
「
う

っ
く
し
」
が
「
美
」
の
意
味
領
域
を
、
「
き
よ
し
」
と
「
縛
麗
」
が
「
清
潔
」
と

い
う
意
味
領
域
を
各
々
荷
担
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点

は
、
「
清
潔
」
の
意
味
領
域
を
和
語
「
き
よ
し
」
と
漢
語
「
縛
麗
」
と
が
各
々
荷

担
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
用
例
の
比
較
を
試
み
れ
ば
、
「
椅
麗
」
の
〈
９
８
－
量

昌
邑
昌
ま
胴
◎
§
昌
〉
　
（
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
）
は
、
〈
月
ノ
中
カ
ラ
鑑

ヲ
以
テ
取
タ
ル
キ
ョ
ィ
水
ソ
〉
（
史
記
抄
）
の
「
き
よ
し
」
と
重
な
る
。
っ
ま

り
、
室
町
時
代
の
後
半
に
な
っ
て
、
「
清
潔
」
の
意
味
領
域
に
漢
語
「
緒
麗
」

が
入
り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
「
き
よ
し
」
は
口
頭
語
と
し
て
の
性
格
を
矢
な
っ
て

い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
水
の
清
潔
さ
を
表
現
す
る
よ
う
な
場
合
は
、

　
　
ナ
ニ
湯
ハ
清
水
で
お
ざ
り
ま
す
か
ら
、
奇
麗
で
お
ざ
り
ま
す
。
（
東
海
道

　
中
膝
栗
毛
）

の
よ
う
に
「
緒
麗
」
を
用
い
る
の
が
口
頭
語
で
は
普
通
に
な
っ
て
お
り
、
「
き

よ
し
」
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
文
章
語
的
な
、
少
し
あ
ら
た

ま
っ
た
場
合
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
た
だ
一

例
み
え
る
「
き
よ
し
」
は
、

　
　
京
の
着
だ
を
れ
の
名
は
、
益
西
陣
の
織
元
よ
り
出
、
染
い
ろ
の
花
や
ぎ
た



　
る
は
、
堀
川
の
水
に
清
く
、

の
如
く
地
の
文
に
用
い
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
緒
麗
」

は
、
江
戸
時
代
の
後
半
頃
よ
り
「
美
」
の
意
味
を
も
持
つ
よ
う
に
な
り
（
Ｈ
参

照
）
　
「
う
っ
く
し
」
と
併
用
さ
れ
る
例
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
十
六
七
の
き
れ
い
な
若
衆
、
十
三
四
な
美
し
ひ
娘
と
二
人
連
で
ゆ
く
。

　
（
千
年
岬
）

し
か
し
、
前
述
し
た
如
く
、
こ
の
時
期
の
「
給
麗
」
が
「
美
」
の
意
味
で
用
い

ら
れ
る
に
は
一
定
の
制
限
が
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
は
「
う
つ
く

し
」
と
ま
っ
た
く
重
な
る
語
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
５
『
９
畠
罫
畠
與
一
Ｕ
ｓ
目
毫
自
－
巨
ｏ
ミ
ｇ
／
ｏ
オ
鼻
易
巨
－
ぎ
量
ｏ
ぎ
－

　
書
膏
巳
自
婁
ｇ
（
和
英
語
林
集
成
　
一
八
六
七
年
版
）

つ
ま
り
、
「
緒
麗
」
は
、
江
戸
時
代
後
半
頃
か
ら
「
う
つ
く
し
」
の
荷
担
す
る

意
味
領
域
へ
入
り
こ
む
兆
を
み
せ
、
江
戸
時
代
末
に
は
、
「
う
っ
く
し
」
と
と

も
に
、
「
美
」
を
表
わ
す
意
味
領
域
を
荷
担
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
今
日
の
「
椅
麗
」
と
「
う
つ
く
し
い
」
と
の
関
係
は
、
口
頭
語

と
文
章
語
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
。
こ
れ
は
、
話
し
こ
と
ば
を

資
料
と
し
た
『
談
話
語
の
実
態
』
、
雑
誌
を
資
料
と
し
た
『
現
代
雑
誌
九
十
種
の

　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

用
語
用
字
」
と
い
う
二
つ
の
統
計
調
査
の
結
果
、
宮
地
敦
子
氏
の
調
査
等
の
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

観
的
な
資
料
や
自
己
の
言
語
生
活
な
ど
に
よ
っ
て
言
い
得
る
。

　
　
　
　
　
　
椅
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

　
さ
て
、
今
ま
で
述
べ
て
来
た
三
語
の
交
渉
の
歴
史
を
検
証
す
る
意
味
も
合
め

て
、
次
に
方
言
を
資
料
と
し
て
、
三
語
の
歴
史
を
構
築
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

資
料
に
は
、
国
立
国
語
研
究
所
編
『
日
杢
言
語
地
図
』
第
一
冊
の
「
４
７
〈
虹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
〉
き
れ
い
だ
」
、
「
４
８
き
れ
い
に
（
掃
除
す
る
）
」
の
二
枚
の
言
語
地
図
を
用

い
る
こ
と
に
す
る
。

　
ま
ず
、
「
４
７
〈
虹
が
ｖ
き
れ
い
だ
」
に
っ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
各
地

点
ご
と
の
細
か
な
異
同
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
大
要
を
言
え
ば
、
岩
手
、
山
形
、

宮
城
、
佐
渡
ケ
島
、
富
山
、
石
川
、
岐
阜
、
京
都
、
奈
良
、
和
歌
山
、
そ
し
て

九
州
で
は
、
虹
を
み
て
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
と
言
い
、
沖
縄
を
除
く
そ
の
他

の
所
で
は
「
あ
あ
キ
レ
ィ
ダ
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」

と
い
う
所
が
、
日
本
列
島
（
北
海
道
、
沖
縄
を
除
く
）
に
非
連
続
的
分
布
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
、
集
落
群
「
Ａ
ｌ
Ｂ
－
Ｃ
」
と
並
ん
で
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
集
落
に
、
語
ａ
，
ｂ
が
「
ａ
Ｉ
ｂ
ｌ
ａ
」
と
分
布
し
て
い
る
時
、
一
時

代
前
に
は
「
ａ
－
１
ａ
－
ａ
」
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
言
語
地
理
学
で
言
う
「
周

　
　
　
　
　
ゆ

辺
分
布
の
原
則
」
を
適
用
す
る
と
、
地
図
上
の
分
布
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
過
去
の
あ
る
時
代
に
は
、
日
本
列
島
（
北
海
道
、
沖
縄
を
除

く
）
の
全
域
で
、
虹
を
み
て
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
と
一
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
後
、
新
し
い
言
い
方
で
あ
る
「
あ
あ
キ
レ
ィ
ダ
」
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」
に
と
っ
て
代
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
　
　
　
縛
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

で
あ
ろ
う
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
解
釈
と
は
逆
の
、

「
あ
あ
キ
レ
ィ
ダ
」
の
方
が
古
い
と
す
る
解
釈
も
許
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

「
あ
あ
キ
レ
イ
ダ
」
と
言
う
地
方
に
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
東
京
、
大
阪
が
合

ま
れ
て
い
て
、
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」
と
言
う
地
方
に
は
、
九
州
、
佐
渡
ケ
島
が

含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」
が
古
い
と
す
る
解

釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
４
８
き
れ
い
に
（
掃
除
す
る
）
」

も
右
と
同
様
に
し
て
、
座
敷
を
そ
う
じ
し
た
あ
と
、
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ク
な
っ

た
」
と
言
う
方
が
、
「
あ
あ
キ
レ
エ
に
な
っ
た
」
よ
り
も
古
い
と
解
釈
で
き
る

か
と
思
わ
れ
る
。

　
二
枚
の
言
語
地
図
か
ら
構
築
で
き
た
歴
史
は
、
「
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
↓
「
キ
レ

ィ
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
文
献
か
ら
得
た
結
果
と
抵
触
す
る
も
の
で
は

な
い
。

　
さ
ら
に
、
岩
手
、
山
形
の
一
部
で
は
、
虹
の
場
合
は
「
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
と
言

い
、
掃
除
の
場
合
は
「
キ
レ
ィ
」
と
言
っ
て
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

と
、
虹
、
掃
除
の
い
ず
れ
の
場
合
も
「
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」
か
ら
「
キ
レ
イ
」
に
変

っ
た
と
い
う
解
釈
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
「
緒
麗
」
は
、
掃
除
を
し
た
あ
と

で
、
「
あ
あ
キ
レ
ィ
に
な
っ
た
」
と
い
う
表
現
の
方
に
ま
ず
用
い
ら
れ
た
と
言

え
る
。
こ
れ
は
、
Ｈ
で
述
べ
た
「
緒
麗
」
の
語
史
の
口
頭
語
に
お
け
る
意
味
変

化
の
解
釈
を
補
強
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
、
奈
良
、
京
都
、
和
歌
山
が
、
「
４
８
き
れ
い
に
（
掃
除
す
る
）
」
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

合
に
「
ウ
ツ
ク
シ
イ
」
を
用
い
る
地
域
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
京

阪
地
方
に
お
け
る
「
う
っ
く
し
（
い
）
」
の
意
味
、
用
法
が
残
存
し
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ろ
う
こ
と
が
『
浪
率
聞
書
」
等
の
例
か
ら
推
測
で
き
る
。
こ
れ
は
、
「
４
７
〈
虹

が
〉
き
れ
い
」
の
場
合
に
「
ウ
ツ
ク
シ
ィ
」
を
用
い
る
こ
と
に
っ
い
て
も
同
様

に
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
枚
の
言
語
地
図
か
ら
得
ら
れ
た
「
う
っ
く
し
」

「
緒
麗
」
の
歴
史
は
、
文
献
か
ら
得
た
結
論
と
同
じ
歴
史
を
示
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
こ
の
二
っ
の
結
果
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
縞
麗
」
が
、
「
う
っ
く
し
」

よ
り
も
新
し
い
語
で
あ
り
、
「
清
潔
」
の
意
味
で
口
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
い

後
に
は
「
美
」
の
意
味
を
も
持
っ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
「
美
」
の
意
味
領

域
を
占
め
て
い
た
「
う
っ
く
し
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三

　
漢
語
と
和
語
と
の
問
題
を
考
え
る
意
図
の
下
に
、
二
で
三
語
を
選
び
実
証
的

な
考
察
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
事
実
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
以
下
、
そ
の
事
実
と
そ
れ
が
示
す
と
こ
ろ
を
ま
と

め
、
小
論
の
結
語
と
し
た
い
。

　
Ｈ
、
奈
良
時
代
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
た
「
う
っ
く
し
」
は
、
意
味
を
変
え
な

が
ら
も
現
代
ま
で
生
き
っ
づ
け
て
お
り
、
特
に
、
室
町
、
江
戸
時
代
に
は
美
し

さ
一
般
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
。



　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
和
語
の
生
命
力
の
強
さ
と
見
傲
す
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
国
語
語
彙
の
中
で
の
漢
語
の
占
め
る
割
合
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は

よ
く
旨
摘
さ
れ
、
統
計
調
査
も
こ
れ
を
裏
っ
け
る
数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
我
々
も
、
和
語
は
漢
語
に
比
べ
て
力
が
弱
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
が

ち
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
も
漢
語
の
勢
力
の
強
さ
に
焦
点
を
あ
て
た
、
漢
語
の

側
か
ら
の
研
究
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
、
漢
語
の
国
語
語

彙
の
中
に
占
め
る
割
合
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、
異
な
り
語
数
か
ら
見
た
結

果
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
宮
島
達
夫
氏
が
古
典
文
学
作
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
語
彙
に
っ
い
て
研
究
さ
れ
た
『
語
彙
の
類
似
度
」
の
中
の
、
「
語
種
別
統
計

表
」
に
ょ
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
の
和
語
、
漢
語
の
異
な
り
語
数
が
全
語
彙
に

占
め
る
割
合
は
、
各
々
、
八
七
・
二
％
、
八
・
八
％
で
あ
る
が
、
延
べ
語
数
で

は
、
九
五
・
六
％
、
三
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
方
文
記
」
で
は
、

異
な
り
語
数
の
全
語
彙
に
占
め
る
割
合
が
、
和
語
七
八
・
○
％
、
漢
語
二
〇
．

一
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
延
べ
語
数
の
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
和
語
八
八
．

五
％
、
漢
語
一
〇
・
六
％
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
漢
語
が
同
一

作
品
の
中
で
何
回
も
く
り
返
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し

か
も
、
こ
れ
は
同
一
作
品
中
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
『
消
息

詞
』
に
は
、
「
優
美
」
「
華
麗
」
「
華
美
」
な
ど
の
美
し
さ
を
表
わ
す
漢
語
が
見

え
る
が
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
往
来
物
を
も
合
め
た
当
時
の
文
献
に
し
ば
し
ば
出

て
く
る
と
い
う
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
漢
語
の
使
用
度
数
は

　
　
　
　
　
　
緒
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

低
く
、
異
な
り
語
数
か
ら
見
た
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い

　
　
　
　
ゆ

う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
使
用
度
数
の
低
い
語
に
は
、
そ
の
属
す
る
意
味
分
野
の
中
で
、

中
心
的
な
意
味
領
域
を
占
め
ず
に
、
表
現
に
荷
担
す
る
語
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ

と
は
想
像
で
き
る
の
で
あ
り
、
右
に
あ
げ
た
「
優
美
」
な
ど
の
漢
語
も
そ
の
よ

う
な
性
質
の
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
和
語
は
、
「
う
っ
く
し
」

の
よ
う
に
、
意
味
分
野
の
中
心
と
な
る
意
味
領
域
を
占
め
る
語
が
多
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
目
、
漢
語
「
緒
麗
」
は
、
和
語
の
荷
担
し
て
い
た
意
味
領
域
に
入
り
こ
み
、

同
義
の
和
語
を
駆
逐
し
て
い
っ
た
。

　
漢
語
は
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
増
加
す
る
と
い
っ
た
単
な
る
量
的
な
捉
え
方

で
は
な
く
、
漢
語
が
国
語
語
彙
の
中
に
入
り
こ
ん
で
く
る
過
程
を
和
語
と
の
対

立
の
中
で
提
え
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
外
国
語
が

国
語
語
彙
の
中
に
入
り
こ
ん
で
く
る
場
合
、
国
語
語
彙
の
中
に
そ
れ
と
対
応
す

る
語
が
存
在
し
な
い
時
に
は
、
容
易
に
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

が
、
国
語
語
彙
の
中
に
対
応
す
る
語
が
あ
る
場
合
は
、
そ
う
容
易
に
入
り
こ
む

こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
英
語
の
”
げ
０
戸
は
、
「
つ
り
が
ね
」
ま
で

合
む
ほ
ど
の
広
い
領
域
を
持
っ
た
語
で
あ
っ
た
が
、
日
本
語
の
中
へ
取
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ら
れ
た
の
は
、
”
｛
◎
◎
７
訂
戸
と
い
う
限
ら
れ
た
意
味
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
国
語
語
彙
の
中
に
英
語
の
”
訂
戸
に
相
当
す
る
「
か
ね
」
「
り
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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精
麗
　
う
つ
く
し
　
ぎ
よ
し

「
す
ず
」
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
国
語
語
彙
の
中
に

対
応
す
る
語
が
あ
る
場
合
に
は
、
外
来
語
と
国
語
と
の
問
に
何
ら
か
の
緊
張
関

係
が
生
じ
る
が
、
同
一
語
彙
体
係
の
中
に
二
語
以
上
が
ま
っ
た
く
同
伍
値
の
語

と
し
て
共
存
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
何
れ
か
が
意
味
変
化
を
起
す
か
、
異
な

る
体
係
に
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
。

　
漢
語
「
縛
麗
」
は
、
室
町
時
代
の
後
期
に
、
「
き
ら
び
や
か
な
美
し
さ
」
と

い
う
中
国
で
の
意
味
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
「
清
潔
」
の
意
味
で
口
頭
語
の
言

語
体
系
に
入
り
、
同
義
語
の
和
語
「
き
よ
し
」
を
文
章
語
へ
と
追
い
や
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
漢
語
の
問
題
を
取
り
あ
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
和
語
を

も
含
め
た
国
語
語
彙
の
中
で
捉
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
そ
う
し
て
こ
そ
、
漢
語
の
日
本
語
化
、
国
語
化
と
い
う
問
題
も
よ

り
一
層
明
ら
か
に
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

　
目
、
わ
ず
か
三
語
か
ら
の
立
論
で
は
軽
率
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
が
、
室
町

時
代
は
、
漢
語
と
和
語
と
の
歴
史
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
折
れ
曲
が
り
の
時

代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
室
町
時
代
に
諸
文
化
の
上
に
起
っ
た
様
々
な
状
況
の
中
で
、
漢
語
の
使
用

層
、
理
解
層
も
前
代
ま
で
と
は
異
な
り
、
大
幅
に
広
が
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
、
推
察
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
、
文
法
論

か
ら
の
立
論
に
よ
り
、
こ
の
時
代
が
古
代
語
と
近
代
語
と
を
分
か
つ
分
岐
点
で

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
語
と
和
語
と
の
語
彙
の
歴
史
の
上
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

も
、
一
つ
の
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ

る
。
従
来
、
鎌
倉
時
代
を
漢
語
の
国
語
語
彙
に
占
め
る
割
合
い
が
増
大
し
た
時

代
と
み
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
が
、
軍
記
も
の
、
説
話
集
等
の
文
献
に
み
え
る
漢
語
の
ど
れ
程
が
、
文
章
語

と
し
て
の
み
で
な
く
、
口
頭
語
と
し
て
の
座
標
を
占
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は

明
ら
か
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
思
う
に
、
鎌
倉
時
代
は
、
多
く
の
漢
語
が
口
頭

語
の
座
標
を
国
語
語
彙
の
中
に
し
め
る
よ
う
に
な
る
室
町
時
代
以
降
の
時
期
へ

の
胎
動
期
、
と
見
る
方
が
正
鵠
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
註

　
◎
　
　
「
近
代
日
本
語
と
漢
語
語
彙
」
（
『
金
田
一
博
士
古
稀
記
念
言
語
艮
俗
論

　
　
叢
』
）
そ
の
他
。

　
◎
　
　
「
漢
語
」
（
国
語
国
文
３
２
巻
７
号
）

　
　
昭
和
４
６
年
度
春
季
国
語
学
会
大
会
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
語
藁
の
研
究
」
に

　
　
於
け
る
犬
野
晋
氏
の
御
発
言

＠
　
　
「
緕
麗
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
は
、
管
兄
し
た
限
り
で
は
、
秋
葉

　
　
直
樹
氏
「
『
き
れ
い
』
と
い
う
こ
と
ば
雑
感
」
（
『
野
州
国
文
学
』
３
号
）

　
　
が
あ
る
が
、
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
、
対
象
と
し
て
い
る
時
代
も
違
っ
て
い

　
　
る
。

＠
　
　
『
大
漢
和
辞
典
』

＠
　
　
『
国
語
の
中
に
於
け
る
漢
語
の
研
究
』
三
六
九
頁



◎
　
『
図
書
陵
本
類
聚
名
義
抄
』
糸
部
「
続
挺
」
の
項
に
は
〈
緒
麗
席
〉
ど

　
い
う
引
用
句
が
み
え
て
い
る
。

＠
　
秋
葉
直
樹
氏
「
『
ぎ
れ
い
』
　
と
い
う
こ
と
ば
雑
感
」
（
『
野
州
国
文
学
』

　
３
号
）

　
　
橘
豊
氏
「
正
法
眼
蔵
の
語
彙
－
現
代
語
の
漢
語
の
起
源
１
」
　
（
『
国
語

　
学
』
５
３
集
）
　
に
於
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
『
正
法
眼

　
蔵
』
に
「
縞
麗
」
が
み
え
る
こ
と
は
、
漢
語
「
緕
麗
」
の
口
頭
語
化
と
い

　
う
点
に
お
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

＠
　
〈
イ
ト
コ
ロ
キ
レ
イ
ニ
コ
ノ
マ
ス
雨
ニ
ヌ
レ
カ
セ
ニ
ア
タ
一
フ
ヌ
マ
テ
ナ

　
リ
〉
（
論
語
抄
）

　
　
〈
凡
元
三
以
来
塊
飯
已
下
諸
大
名
尚
仕
行
粧
等
軟
於
先
々
而
縞
麗
〉

　
（
尺
素
往
来
）

◎
　
池
上
禎
造
先
生
「
漢
語
の
晶
詞
性
」
（
国
語
国
文
２
３
巻
１
１
号
）
　
一
〇
〇

　
頁

＠
　
　
「
疲
労
」
は
、
室
町
時
代
に
は
字
義
と
異
な
る
「
貧
乏
」
の
意
味
で
用

　
い
ら
れ
て
い
た
。
（
福
島
邦
道
氏
「
貧
乏
考
」
『
言
呈
旧
と
文
芸
』
６
５
号
）

＠＠＠＠
国
語
学
会
編
『
国
語
の
歴
史
－
改
訂
版
』
（
刀
江
書
院
）

註
＠
に
同
じ

京
都
大
学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
交
隣
須
知
』
解
題
二
二
頁

近
世
の
「
縞
麗
」
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
文
語
文
献
で
は
、

　
　
　
椅
麗
　
う
つ
く
し
　
き
よ
し

『
太
平
記
』
に
み
え
る
「
緕
麗
」
と
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
例
が
近
世

　
初
期
の
『
浮
世
物
語
』
、
『
東
海
道
名
所
記
』
に
み
え
て
い
て
、
こ
れ
ら
と

　
一
七
、
八
世
紀
の
口
語
文
献
に
お
け
る
「
清
潔
」
の
意
味
で
の
「
縞
麗
」
、

　
さ
ら
に
十
九
世
紀
の
口
語
文
献
に
み
え
る
「
美
」
の
意
味
で
の
「
緕
麗
」

　
と
が
ど
の
よ
う
に
っ
な
が
る
の
か
に
っ
い
て
は
、
後
日
考
え
て
い
き
た
い

　
と
思
っ
て
い
る
。
今
は
、
そ
の
手
掛
り
と
し
て
、
〈
丁
子
や
の
日
て
ん
さ

　
ん
と
、
き
れ
い
で
こ
ざ
ん
す
よ
と
、
松
は
や
の
山
寺
と
さ
か
こ
と
は
、
い

　
つ
の
間
に
か
す
た
っ
た
の
〉
（
通
言
総
離
）
を
考
え
て
い
る
。

＠
　
　
〈
キ
レ
イ
□
ミ
ヅ
〉
の
□
部
は
、
資
料
と
し
た
大
阪
府
立
図
書
館
蔵
本

　
の
刷
り
が
不
鮮
明
な
た
め
判
読
不
能
。

＠
　
　
『
日
本
語
の
年
輸
』
（
新
潮
文
庫
）
な
お
、
「
う
つ
く
し
」
に
つ
い
て
の

　
最
近
の
研
究
で
は
宮
地
敦
子
氏
．
「
う
つ
く
し
の
系
譜
」
（
『
国
語
と
国
文

　
学
』
４
８
巻
８
号
）
が
あ
る
。

＠
　
　
〈
非
分
ノ
福
徳
ヲ
望
ズ
、
心
キ
ョ
ク
シ
テ
天
ノ
与
二
随
フ
ベ
シ
〉
（
沙

　
石
集
）

　
　
〈
流
水
き
よ
く
な
が
れ
て
、
浪
塵
挨
の
垢
を
す
二
ぐ
ら
ん
と
覚
へ
た

　
り
〉
（
平
家
物
語
）

　
　
〈
心
ハ
水
ノ
清
イ
如
ク
テ
〉
（
蒙
求
抄
）

＠
　
い
ず
れ
も
国
立
国
語
研
究
所
編

＠
　
「
う
つ
く
し
の
系
譜
」
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精
麗
　
う
つ
く
し

ぎ
よ
し

ゆ
　
な
お
、
〈
文
語
の
作
文
を
書
く
便
の
た
め
〉
に
作
ら
れ
た
『
口
語
文
語

　
対
照
辞
典
』
（
大
正
元
年
刊
）
に
、
〈
ぎ
れ
い
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
口
語

　
　
は
、
普
通
文
で
は
〈
美
し
か
ら
ず
や
〉
と
書
く
こ
と
を
示
し
た
例
が
あ
る

　
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
明
治
末
か
ら
大
正
の
頃
に
は
、
「
う
つ
く
し
い
」
は
「
掩

　
麗
」
に
対
応
す
る
文
章
語
的
な
こ
と
ば
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
・

＠
　
質
間
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
〈
虹
を
み
て
「
あ
あ
キ
レ
イ
ダ

　
　
（
ヤ
）
」
と
言
い
ま
す
か
。
「
あ
あ
ウ
ヅ
ク
シ
イ
」
と
言
い
ま
す
か
・
そ
れ

　
と
も
別
の
言
い
方
を
し
ま
す
か
〉
（
４
７
）
。
〈
座
敷
を
そ
う
じ
し
た
あ
と
で

　
　
「
あ
あ
キ
レ
ェ
に
な
っ
た
」
と
言
い
ま
す
か
。
「
あ
あ
ウ
ツ
ク
シ
ク
（
ウ

　
ツ
ク
シ
ュ
ウ
）
な
っ
た
」
と
言
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
別
の
言
い
方
を
し

　
ま
す
か
〉
（
４
８
）

＠
　
柴
田
武
氏
コ
言
語
地
理
学
の
方
法
』
（
筑
摩
書
房
）

ゆ
　
　
〈
う
つ
く
し
い
　
奇
麗
な
る
也
江
戸
で
う
つ
く
し
と
い
わ
ぬ
よ
ご
れ
ぬ

　
事
を
も
い
ふ
〉
（
浪
華
聞
書
）

　
　
〈
掃
除
奇
麗
　
一
際
う
つ
く
し
ぎ
を
奇
麗
と
い
へ
り
〉
（
世
語
千
字
文

　
教
訓
絵
抄
）

＠
　
　
『
国
語
学
』
８
２
集

ゆ
　
現
代
語
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
『
現
代
雑
誌
九
十
種
の
用
語
用

　
字
』
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ゆ
　
楳
垣
実
氏
『
日
本
外
来
語
の
研
究
』

九
四

　
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
た
だ
し
、
本
文
を
引
用
し
た

文
献
に
限
っ
た
）
。

　
正
法
眼
蔵
（
日
本
思
想
大
系
）
、
漢
書
列
伝
竺
桃
抄
（
尾
道
短
期
大
学
国
文

研
究
室
編
に
よ
る
京
都
大
学
図
書
館
本
漢
書
抄
の
複
製
）
、
毛
詩
抄
（
校
訂
毛

詩
抄
、
岩
波
文
庫
、
抄
物
資
料
集
成
）
、
中
華
若
木
詩
抄
（
抄
物
大
系
）
、
日
葡

辞
書
（
岩
波
書
店
刊
行
の
複
製
）
、
虎
明
本
聾
言
（
古
本
能
些
言
集
）
、
虎
寛
本

狂
一
言
（
岩
波
文
庫
）
、
餓
悔
録
（
風
間
書
房
刊
行
の
複
製
）
、
倭
語
類
解
（
京
都

犬
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
の
複
製
）
、
交
隣
須
知
（
同
上
）
、
身
体

山
吹
色
（
酒
落
本
大
系
）
、
雑
字
類
篇
（
天
明
六
年
の
刊
記
を
持
つ
版
本
）
、
雅

語
謬
解
（
文
政
四
年
春
の
刊
記
を
持
つ
版
本
）
、
日
本
書
紀
抄
（
高
羽
五
郎
氏

翻
刻
の
古
活
字
本
日
本
書
紀
抄
）
、
　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
ゴ
本
大
文
典
（
土
井
忠
生
氏

訳
本
）
、
史
記
抄
（
抄
物
資
料
集
成
）
、
千
年
岬
（
東
洋
文
庫
）
、
和
英
語
林
集

成
（
北
辰
刊
行
の
複
製
）
、
消
息
詞
（
日
本
教
科
書
大
系
）
、
論
語
抄
（
成
賛
堂

叢
書
）
、
尺
素
往
来
（
日
本
教
科
書
犬
系
）
、
蒙
束
抄
（
抄
物
資
料
集
成
）
、
浪

華
聞
書
（
日
本
古
典
全
集
）
、
世
語
千
字
文
教
訓
絵
抄
（
文
政
九
丙
戎
歳
の
刊

記
を
持
つ
版
本
）
、
詩
礎
階
梯
（
天
保
一
五
年
原
刻
、
．
明
治
十
三
年
再
版
の
奥

書
を
持
つ
版
本
）
、
健
寿
御
前
日
記
（
日
本
古
典
全
書
）

　
そ
の
他
の
文
献
は
、
す
べ
て
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
。

　
　
（
四
六
・
一
一
・
二
〇
稿
、
四
七
・
九
・
一
〇
補
訂
）
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