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は
じ
め
に

（１）

武
鳴
県
の
フ
ォ
ン
を
記
録
し
た
も
の
で
公
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
李

（

２

）

（

３

）

（

４

）

方
桂
、
切
画
弓
三
ヨ
唱
呂
目
、
国
○
国
⑦
急
信
曽
言
ご
国
の
三
冊
の
テ
キ
ス
ト
で

（５）

あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
は
壮
族
の
伝
統
的
な
書
き
言
葉
で
あ
る
方

（６）
塊
字
を
用
い
て
記
載
さ
れ
た
歌
本
を
も
と
に
、
作
製
さ
れ
て
い
る
。
武
鳴

県
の
資
料
に
か
ぎ
ら
ず
、
公
刊
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
フ
ォ
ン

は
、
句
数
も
揃
っ
て
お
り
言
葉
づ
か
い
も
上
品
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で

あ
る
。
し
か
し
惜
し
い
こ
と
に
、
そ
れ
ら
は
中
心
的
な
部
分
だ
け
を
採
っ

て
い
て
、
挨
拶
や
相
手
を
見
定
め
る
部
分
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

と
い
、
７
の
も
、
そ
も
そ
も
歌
い
手
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
歌
本
が
、

普
通
そ
れ
ら
の
部
分
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

実
際
の
歌
の
掛
け
合
い
で
は
、
時
間
的
な
制
約
や
好
み
の
問
題
で
、
中
心

的
な
部
分
を
う
た
わ
な
い
う
ち
に
終
了
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
挨
拶
や

相
手
を
見
定
め
る
部
分
を
う
た
わ
な
い
で
歌
の
掛
け
合
い
を
お
え
る
こ
と

はありえない・

私
は
一
九
八
六
年
か
ら
武
鳴
県
を
中
心
と
し
た
広
西
壮
族
自
治
区
に
お

相
互
唱
に
よ
る
短
詩
型
定
型
詩
の
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い
て
、
歌
謡
を
中
心
と
し
た
壮
族
の
文
化
伝
承
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
行
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
進
め
る
な
か
で
、
私
は

テ
キ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
フ
ォ
ン
と
実
際
に
歌
の
掛
け
合
い
の
場
で
う
た

わ
れ
た
フ
ォ
ン
の
間
に
、
い
く
つ
か
の
面
で
質
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
を

知
っ
た
。
そ
こ
で
フ
ォ
ン
の
掛
け
合
い
の
最
初
か
ら
終
わ
り
ま
で
録
音

し
、
テ
キ
ス
ト
を
作
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
が
、
残
念
な
が
ら
す
ぐ
に
は

そ
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。

さ
き
に
公
刊
さ
れ
た
フ
ォ
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
存
在
す
る
歌
本
を

も
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
歌
本
に
記
載
さ
れ
た

フ
ォ
ン
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
と
い
う
他
に
、
う
た
わ
れ
た
フ
ォ
ン
か
ら
テ

キ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
に
、
た
い
へ
ん
な
労
力
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら

であった。
事
の
性
質
上
、
私
ひ
と
り
の
力
で
こ
の
作
業
を
や
り
と
げ
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
私
は
条
件
を
満
た
す
協
力
者
が
揃
う
の
を
待
っ
た
。
そ
の

条
件
と
は
、
そ
の
フ
ォ
ン
が
う
た
わ
れ
る
現
場
に
私
と
と
も
に
立
ち
会
う

（７）

こ
と
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る
壮
語
の
現
代
書
き
言
葉
と
伝
統

的
な
壮
語
の
書
き
言
葉
で
あ
る
方
塊
字
の
両
者
に
堪
能
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
骨
の
折
れ
る
作
業
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の

「
う
た
ぐ
る
い
」
で
あ
る
こ
と
が
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
条
件
で
あ
る
こ

とはい、フまでもない。）

一
九
九
三
年
に
な
っ
て
、
幸
運
に
も
メ
ン
バ
ー
が
揃
う
こ
と
に
な
っ

た
。
壮
語
の
現
代
書
き
言
葉
の
制
定
者
で
あ
る
言
語
学
者
の
章
星
朗
と
地

元
の
歌
い
手
で
あ
る
将
宏
、
章
仕
花
で
あ
る
。
私
た
ち
は
一
九
九
三
年
の

歌
掛
け
祭
の
シ
ー
ズ
ン
に
、
多
く
の
歌
掛
け
を
録
音
し
た
。
そ
し
て
録
音

テ
ー
プ
を
検
討
し
た
結
果
、
武
鳴
県
東
部
地
域
の
苞
橋
村
で
録
音
し
た
テ

ー
プ
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
の
作
成
は
、
録
音
の
段
階
か
ら
二
回
目
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈

に
い
た
る
ま
で
の
作
業
を
共
同
で
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
私
た
ち
は

寝
る
間
を
惜
し
ん
で
テ
ー
プ
起
こ
し
を
続
け
た
。
作
業
の
初
期
の
段
階
で

は
私
た
ち
の
誰
も
が
こ
の
作
業
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
や
が
て
注
釈
作
業
に
入
る
と
、
将
宏
と
私
た
ち
（
私
と
車
星
朗
）
の
間

に
、
秋
風
が
吹
き
始
め
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
私
に
歌
の
テ
キ
ス
ト

を
解
釈
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
、
気
づ
か
せ
た
の
で
あ
る
。

フ（》◎ 次
に
あ
げ
る
の
は
、
注
釈
作
業
の
な
か
で
問
題
と
な
っ
た
（
結
局
そ
れ

は
全
て
の
フ
ォ
ン
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
）
フ
ォ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ

101

乞
食
は
市
が
混
乱
す
る
の
が
好
き
な
も
の
だ
。

店
先
の
皿
を
と
る
。

少
な
い
の
は
い
や
だ
。
多
い
の
が
よ
い
。

ふ
た
つ
の
解
釈

民
国
の
末
期
、
し
ば
し
ば
匪
賊
が
こ
の
あ
た
り
の
定
期
市
を
襲
っ
た
。

匪
賊
が
や
っ
て
く
る
と
店
主
は
逃
げ
、
露
店
は
無
人
と
な
っ
た
。
乞
食
は

無
人
と
な
っ
た
露
店
を
回
り
、
好
き
な
だ
け
飲
み
食
い
を
し
た
も
の
だ
と

い、フ。 異
文
化
か
ら
や
っ
て
き
た
私
は
、
こ
の
地
域
の
乞
食
の
生
活
の
あ
り
よ

う
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
こ
の
フ
ォ
ン
が
わ
か
ら
な
い
と
考

え
、
こ
の
地
域
の
乞
食
の
生
活
の
あ
り
よ
う
を
知
り
た
い
と
思
う
。

匪
賊
に
襲
わ
れ
て
定
期
市
は
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
乞
食
は
無
人
と

な
っ
た
店
先
か
ら
大
盛
り
の
Ⅲ
を
取
っ
て
は
食
べ
る
。
満
腹
す
る
ま
で
食

べる。 私
は
知
識
と
し
て
得
た
民
国
期
の
乞
食
の
振
る
舞
い
を
手
が
か
り
に
し

て
、
Ⅲ
の
フ
ォ
ン
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
フ
ォ
ン
を
受
け
た
相
手
方
は
次
の
よ
う
に
う
た
い
返
し

ている。102

シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
は
よ
り
有
名
だ
。

早
く
か
ら
人
と
約
束
し
て
あ
る
。

余
っ
た
お
粥
を
食
べ
る
こ
と
を
、

あ
な
た
に
は
回
っ
て
こ
な
い
。

帯
を
解
い
て
満
腹
。
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こ
の
よ
う
に
、
私
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
に
、
で
き
る
だ
け
丁
寧

な
注
釈
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
を
丁
寧
に
理

解
し
て
い
け
ば
、
や
が
て
フ
ォ
ン
は
理
解
で
き
る
の
だ
と
考
え
た
の
だ
。

そ
の
た
め
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
仕
事
の
進
め

方
に
そ
れ
な
り
に
満
足
し
て
い
た
。
し
か
し
念
に
は
念
を
入
れ
、
今
度
は

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
や
事
象
で
は
な
く
、
将
宏
に
こ
の
フ
ォ
ン
そ
の
も

の
を
解
釈
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
驚
く

私
は
シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
乞
食
で
あ
る
か
を
知
識
と
し
て

知
り
、
肌
の
フ
ォ
ン
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
は
実
在
し
た
人
物
で
あ
る
が
、
私
が
東
部
地
域
で
調

査
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
既
に
亡
く
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
シ
ュ
ウ
ね
え
さ

ん
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
と
、
こ
の
フ
ォ
ン
は
わ
か

ら
な
い
。
私
は
シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
。

シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
は
有
名
だ
。
余
っ
た
お
粥
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
あ

ら
か
じ
め
村
の
人
と
約
束
し
て
あ
る
。
彼
女
が
そ
れ
を
食
べ
る
と
き
、
あ

な
た
に
と
り
分
は
な
い
。
あ
な
た
は
市
が
混
乱
し
て
は
じ
め
て
ご
飯
を
手

に
入
れ
る
。
シ
ュ
ウ
姉
さ
ん
に
は
毎
日
村
人
の
残
り
物
が
あ
る
。

シ
ュ
ウ
ね
え
さ
ん
は
最
近
亡
く
な
っ
た
鳳
林
村
の
乞
食
で
あ
る
。
彼
女

は
村
に
居
つ
い
た
盲
目
の
乞
食
だ
っ
た
。
彼
女
は
モ
ノ
を
貰
う
の
が
う
ま

か
っ
た
の
だ
と
い
う
。

私
に
は
将
宏
の
解
釈
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
壮
語
を
自

由
に
使
い
こ
な
せ
な
い
私
が
将
宏
の
解
釈
を
理
解
で
き
な
い
の
は
不
思
議

で
は
な
い
。
し
か
し
章
星
朗
も
ま
た
将
宏
の
解
釈
を
全
く
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
将
宏
の
解
釈
に
疑
問
を
持
ち
、
共
同
作
業

の
相
手
と
し
て
の
彼
の
資
質
に
不
信
感
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
を
他
の

信
頼
す
べ
き
歌
い
手
に
解
釈
さ
せ
て
み
よ
う
と
考
え
た
。

私
た
ち
が
依
頼
し
た
の
は
、
経
験
を
積
ん
だ
南
部
の
歌
い
手
だ
っ
た
。

幸
い
彼
は
現
代
壮
語
を
読
み
書
き
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
部
と
南
部
の

フ
ォ
ン
は
旋
律
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
詩
形
は
同
じ
で
あ
る
。
記
述

さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
彼
に
も
理
解
で
き
る
に
違
い
な
い
と
、
私
た
ち
は
考

え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
南
部
の
歌
い
手
は
、
私
た
ち
の
持
ち
込
ん
だ
テ
キ
ス
ト
を
じ
っ

く
り
と
眺
め
る
と
、
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
は
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
で

も
わ
か
ら
な
い
」
と
語
っ
た
。

私
た
ち
が
録
音
し
た
フ
ォ
ン
は
武
鳴
県
東
部
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

私
た
ち
の
依
頼
し
た
南
部
地
域
の
歌
い
手
は
、
そ
の
東
部
地
域
に
隣
り
合

う
地
域
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
彼
は
定
期
市
で
の
匪
賊
と
乞
食
が
ど

の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
し
た
か
と
い
う
知
識
を
、
東
部
地
域
の
人
々
と
共

有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
フ
ォ
ン
に
対
し
て
「
匪
賊
に
襲
わ
れ
て

わ
た
し
は
歌
い
手
だ
。
あ
な
た
が
失
敗
す
る
と
う
れ
し
い
。
自
分
が
利

を得るから。（Ⅲ）

わ
た
し
の
歌
の
方
が
す
ご
い
ね
。
（
Ⅲ
）

こ
と
な
か
れ
、
彼
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
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定
期
市
は
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
乞
食
は
無
人
と
な
っ
た
店
先
か
ら
大

盛
り
の
皿
を
取
っ
て
は
食
べ
る
。
満
腹
す
る
ま
で
食
べ
る
」
と
い
う
解
釈

を
与
え
る
こ
と
は
、
南
部
の
歌
い
手
で
あ
る
彼
に
は
た
や
す
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
は
こ
の
フ
ォ
ン
は
わ
か
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
、
地
元
の
歌
い
手
は
こ
の
フ
ォ
ン
を
そ
の
よ
う
に
は
解
釈
し
て
い
な
い

と
、
彼
は
言
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
南
部
の
歌
い
手
の
よ
う
に
、
言
葉
の
字
義
通
り
の
意
味
と
言

葉
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
者
は
、

他
に
も
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ス
ペ
ル
ベ
ル

は
、
彼
よ
り
も
洗
練
さ
れ
た
方
法
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
・
ス
ペ
ル
ベ
ル
に
従
え
ば
、
文
の
意
味
を
表
示
す
る
と

は
そ
の
文
を
使
っ
た
発
話
全
て
が
共
有
す
る
意
味
の
共
通
核
の
よ
う
な
も

の
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
発
話
を
解
釈
す
る
と
は
、
そ
の
文
に

対
し
て
聞
き
手
の
発
話
が
含
む
暖
昧
な
表
現
の
表
現
す
る
意
味
は
何
か
、

不
完
全
な
表
現
の
意
図
し
て
い
る
も
の
は
何
か
、
指
示
表
現
の
い
と
し
て

い
る
指
示
物
は
何
か
、
字
義
通
り
の
意
味
を
伝
え
て
い
る
の
か
、
メ
タ
フ

ォ
リ
カ
ル
な
意
味
を
伝
え
て
い
る
の
か
、
本
気
で
言
っ
て
い
る
の
か
、
皮

肉
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
現
実
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
想
像
上
の

状
況
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
な
ど
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
を
い
、
フ
と
述
べ

（８）

ている。
再
び
南
部
の
歌
い
手
に
も
ど
れ
ば
、
彼
は
文
の
意
味
表
示
と
フ
ォ
ン
が

伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
は
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
経

験
か
ら
体
得
し
て
い
た
の
だ
壱
７
．
そ
し
て
彼
は
そ
の
認
識
に
も
と
づ
い

て
、
彼
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
文
の
意
味

だ
け
で
あ
る
こ
と
、
文
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
フ
ォ
ン
を

理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
私
た
ち
に
示
唆
し
た
の
で
あ

つ（》Ｏフ
ォ
ン
を
解
釈
す
る
上
で
、
文
の
意
味
と
フ
ォ
ン
の
示
す
も
の
の
違
い

に
つ
い
て
、
困
惑
し
た
の
は
私
た
ち
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
壮
族
の
民
俗

（９）

学
者
の
陳
雨
帆
も
ま
た
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
経
験
を
持
っ
て
い
る
。

陳
雨
帆
は
調
査
旅
行
の
途
中
、
広
西
壮
族
自
治
区
平
果
県
の
洞
窟
で
、

革
命
当
時
流
行
し
て
い
た
工
農
革
命
歌
や
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
並
ん

で
、
男
女
の
恋
を
う
た
っ
た
移
し
い
数
の
フ
ォ
ン
が
書
き
付
け
て
あ
る
の

を
見
つ
け
た
。
陳
雨
帆
は
フ
ォ
ン
の
文
の
意
味
か
ら
こ
れ
は
恋
愛
の
歌
だ

と
考
え
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
な
ら
ん
で
恋
の
歌
が
書
き
付
け
ら
れ

て
い
る
理
由
を
、
地
元
の
歌
い
手
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
地
元
の
人
は
こ

れ
ら
の
フ
ォ
ン
は
恋
の
歌
で
は
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
同
じ
よ

う
に
赤
軍
の
遊
撃
隊
が
こ
こ
で
歌
会
を
開
い
た
と
き
に
う
た
っ
た
も
の

で
、
革
命
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
だ
と
語
っ
た
と
記
し
、
壮
族
の
フ
ォ
ン

を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
嘆
じ
て
い
る
。

壮
族
の
歌
い
手
な
ら
ば
、
文
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
と
フ
ォ
ン
を
理

解
す
る
こ
と
異
な
る
レ
ベ
ル
の
行
為
だ
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
の
文
の
意

味
に
拘
泥
し
て
い
る
私
た
ち
や
陳
雨
帆
に
と
っ
て
は
、
に
わ
か
に
は
信
じ

ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

分
別

私
と
章
星
朗
は
南
部
の
歌
い
手
に
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
で
、
将
宏
の
解
釈

の
是
非
を
問
い
た
だ
す
す
べ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
同
時
に
隣
の
郷
に

住
む
者
に
さ
え
理
解
し
か
ね
る
よ
う
な
解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
を
知
っ

- ５１ -
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将
宏
は
師
に
「
あ
な
た
の
フ
ォ
ン
は
い
ら
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
解
釈

を
与
え
て
い
た
。
私
は
、
こ
の
フ
ォ
ン
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
意
味
を
は
っ

き
り
さ
せ
て
か
ら
、
そ
れ
ら
が
何
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
教
え
て
く

れ
る
よ
う
に
将
宏
に
頼
ん
だ
。
皿
の
フ
ォ
ン
が
「
匪
賊
に
襲
わ
れ
て
定
期

市
は
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
乞
食
は
無
人
と
な
っ
た
店
先
か
ら
大
盛
り

の
皿
を
取
っ
て
は
食
べ
る
。
満
腹
す
る
ま
で
食
べ
る
。
」
と
い
、
フ
解
釈
と

た
。
将
宏
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
彼
に
導
か
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
、
い
か
な
る
解
釈
も
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は

再
び
将
宏
の
も
と
へ
舞
い
戻
っ
た
。

6７

わ
た
し
た
ち
の
地
方
は

干
ば
つ
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
こ
と
は
な
い

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
そ
う
し
て
き
た
よ

苦
棟
樹
の
実
は
木
の
上
に
残
っ
て
い
る

毎
年
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
て
も

四
方
い
た
る
と
こ
ろ
で
大
き
く
な
っ
て
も

山
芋
を
人
は
食
べ
る
だ
ろ
う
か

ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し
て
お
い
て
や
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
ミ
フ
か

山
芋
を
人
は
食
べ
る
だ
ろ
、
フ
か

ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し
て
お
い
て
や
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
７
か

私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
そ
富
フ
し
て
き
た
よ

苦
棟
樹
の
実
は
木
の
上
に
残
っ
て
い
る

「
わ
た
し
は
歌
い
手
だ
。
あ
な
た
が
失
敗
す
る
と
う
れ
し
い
。
自
分
が
利

を
得
る
か
ら
。
」
と
い
う
解
釈
を
も
ち
得
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
解
釈

の
間
を
対
応
さ
せ
て
い
る
コ
ー
ド
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
再
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
将
宏
に
見
え
て
い
る
も
の
が
、
私
に
も
わ
か
る
だ
ろ

う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
将
宏
は
「
フ
ォ
ン
の
（
語
の
）
ひ
と
つ

ひ
と
つ
は
説
明
で
き
な
い
。
全
体
で
な
ら
で
き
る
」
と
繰
り
返
し
主
張

し
、
私
の
申
し
入
れ
を
拒
絶
し
た
。

彼
の
「
フ
ォ
ン
（
語
の
）
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
説
明
で
き
な
い
。
全
体
で

な
ら
で
き
る
」
と
い
う
強
い
主
張
か
ら
、
フ
ォ
ン
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る

の
は
、
「
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し
て
お
い
て
や
る
山
芋
」
「
毎
年
た
わ
わ
に
実

を
つ
け
る
様
」
と
い
っ
た
特
定
な
も
の
で
は
な
く
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し

て
お
い
て
や
る
山
芋
」
「
毎
年
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
る
様
」
と
い
っ
た
表

現
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
連
想
の
集
合
で
あ
る
と
彼
が
考
え
て
い
た

こ
と
が
（
今
の
私
に
は
よ
く
）
わ
か
る
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
フ
ォ
ン
が
複
数
の
歌
い
手
が
相
互
に

そ
れ
を
や
り
取
り
を
す
る
と
い
う
形
で
う
た
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
。
自
分
の
フ
ォ
ン
を
う
た
う
た
め
に
は
、
ま
ず

そ
の
直
前
に
相
手
方
の
う
た
っ
た
フ
ォ
ン
を
理
解
す
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
相
互
依
存
的
な
場
に
お
い
て
、
双
方
が
依
拠

で
き
る
コ
ー
ド
も
な
し
に
、
様
々
に
連
想
可
能
な
表
現
か
ら
相
手
の
意
図

を
的
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
私
の
問
い
に
将
宏
は
ど
の

よ
う
に
「
分
別
」
を
し
て
い
く
か
を
自
分
で
知
っ
て
い
れ
ば
で
き
る
と
答

えた。先
に
あ
げ
た
師
は
将
宏
が
高
い
評
価
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ン

を
聞
い
た
り
う
た
っ
た
り
す
る
に
は
「
分
別
」
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
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将
宏
は
こ
こ
か
ら
何
ら
か
の
連
想
を
呼
び
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
彼
は
こ
の
課
題
に
素
手
で
取
り
組
む
は
必
要
は
な
い
。
彼
は

（Ⅲ）

日
頃
「
我
々
の
フ
ォ
ン
は
ふ
た
つ
の
句
に
か
な
う
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ふ
た
つ
の
内
容
は
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
れ

ぞ
れ
が
違
う
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
使
用
に
耐

え
な
い
も
の
だ
」
と
強
調
し
て
い
た
。
彼
は
こ
の
規
範
を
利
用
し
て
、
繰

り
返
し
て
三
度
表
現
さ
れ
る
も
の
か
ら
何
ら
か
の
連
想
を
得
れ
ば
よ
い
。

日
頃
か
ら
口
に
し
て
い
る
将
宏
が
高
い
評
価
を
与
え
た
切
に
は
「
分
別
」

が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

５
毎
年
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
て
も

６
四
方
い
た
る
と
こ
ろ
で
大
き
く
な
っ
て
も

１
山
芋
を
人
は
食
べ
る
だ
ろ
う
か

２
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し
て
お
い
て
や
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

７
わ
た
し
た
ち
の
地
方
は

８
干
ば
つ
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
こ
と
は
な
い

３
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
そ
う
し
て
き
た
よ

４
苦
棟
樹
の
実
は
木
の
上
に
残
っ
て
い
る

１
山
芋
を
人
は
食
べ
る
だ
ろ
う
か

２
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
に
残
し
て
お
い
て
や
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

３
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
は
そ
う
し
て
き
た
よ

４
苦
棟
樹
の
実
は
木
の
上
に
残
っ
て
い
る

ま
ず
伽
で
は
食
用
に
は
な
ら
な
い
山
芋
が
苦
棟
樹
の
実
と
同
じ
よ
う
に
余

っ
て
い
る
様
が
、
剛
で
は
毎
年
呆
れ
る
ほ
ど
多
く
の
山
芋
が
余
る
様
が
、

脳
で
は
干
ば
つ
の
年
で
は
な
い
の
で
木
の
上
で
残
っ
て
い
る
苦
棟
樹
の
実

が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
三
度
と
も
食
用
に
な
ら
な
い
植
物
が
多
量
に
余
っ

て
い
る
様
子
を
表
現
し
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
な
ら
ば
南
部
の
歌
手
に
も
理
解
で
き
る
。
将
宏
は
さ
ら
に
一

歩
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
食
用
に
な
ら
な
い
植
物
が
多
量
に

余
っ
て
い
る
状
況
」
だ
け
で
は
、
持
て
余
し
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る

だ
け
な
の
で
、
そ
れ
を
お
く
文
脈
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
で
も
解
釈
で
き

そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
彼
は
素
手
で
は
な
い
。
彼
は
こ
の
掛
け

合
い
を
始
め
か
ら
聞
い
て
い
る
の
で
、
一
連
の
フ
ォ
ン
の
文
脈
を
知
っ
て

い
る
。
フ
ォ
ン
の
こ
こ
ま
で
の
文
脈
は
、
「
相
手
の
フ
ォ
ン
よ
り
も
自
分

の
フ
ォ
ン
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
こ
と
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
文

脈
を
参
照
し
て
、
持
て
余
し
て
い
る
の
は
相
手
の
フ
ォ
ン
だ
と
見
な
し
、

碗
に
「
あ
な
た
の
フ
ォ
ン
は
い
ら
な
い
も
の
だ
」
と
い
う
解
釈
を
与
え
る

ことができる。

さ
て
、
次
に
あ
げ
る
帥
は
将
宏
の
評
価
の
非
常
に
低
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
将
宏
は
フ
ォ
ン
の
掛
け
合
い
と
「
分
別
」

に
は
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
、
彼
が
低
い
評
価
し

か
を
与
え
な
か
っ
た
帥
で
は
「
分
別
」
が
十
分
に
働
い
て
い
な
い
と
考
え

られる。6０

１
桂
林
の
瓶
づ
め
酒
は

２
-
斤
し
か
は
い
ら
な
い

３
心
が
け
の
よ
く
な
い
者
が
む
さ
ぼ
る
心
を
も
っ
て
い
て
も
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帥
の
フ
ォ
ン
も
ま
た
師
と
同
様
に
、
相
手
の
フ
ォ
ン
よ
り
も
自
分
の
フ

ォ
ン
が
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
文
脈
の
な
か
で
、
う
た
わ
れ
て
い

ブ（》。ま
ず
剛
で
は
規
定
量
以
上
を
注
い
で
も
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
瓶
入
り
の
酒

が
、
次
ぎ
に
剛
で
は
健
康
に
す
ぐ
れ
な
い
人
と
規
定
量
以
上
は
飲
む
こ
と

の
で
き
な
い
瓶
入
り
の
酒
が
、
さ
ら
に
剛
で
は
お
金
を
む
さ
ぼ
ら
な
い
様

がうたわれている。

帥
で
は
、
送
り
手
の
「
相
手
の
フ
ォ
ン
よ
り
も
自
分
の
フ
ォ
ン
が
勝
れ

て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
」
が
文
脈
と
し
て
あ
り
、
フ
ォ
ン
か
ら
思
い
起

こ
し
た
三
種
類
の
連
想
が
あ
る
。
受
け
手
は
、
文
脈
と
連
想
を
照
ら
し
合

わ
せ
て
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
想
が
ち
ぐ
は

ぐ
な
た
め
、
そ
れ
と
文
脈
を
す
り
合
わ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
解
釈
が
そ
の

像
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
不
健
康
な
者
は

６
行
っ
て
み
て
ご
ら
ん

１
桂
林
の
瓶
づ
め
酒
は

２
-
斤
し
か
は
い
ら
な
い

７
信
じ
な
い
な
ら
見
て
ご
ら
ん

８
お
金
を
む
さ
ぼ
ら
な
い
よ

３
心
が
け
の
よ
く
な
い
者
が
む
さ
ぼ
る
心
を
も
っ
て
い
て
も

４
か
え
っ
て
そ
れ
は
溢
れ
出
る
だ
け
だ

４
か
え
っ
て
そ
れ
は
溢
れ
出
る
だ
け
だ

さ
て
冒
頭
で
記
し
た
よ
書
フ
に
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
何
種
類
か
の

歌
本
が
書
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。
歌
本
は
将
宏
た
ち
の
古
典
で
あ
る
と

い
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
歌
本
に
は
、
誰
が
い
つ
ど
こ

で
何
の
た
め
に
う
た
っ
た
の
か
と
い
う
詞
書
き
も
な
け
れ
ば
、
冒
頭
や
終

末
の
部
分
の
フ
ォ
ン
も
な
い
の
で
あ
る
。
将
宏
が
い
う
よ
う
に
フ
ォ
ン
を

解
釈
す
る
上
で
「
分
別
」
が
重
要
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
歌
い
手
た
ち

が
筆
を
と
っ
て
書
き
記
し
て
き
た
歌
本
に
は
、
文
脈
を
知
る
上
で
大
切
な

役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
、
冒
頭
や
終
末
の
部
分
の
フ
ォ
ン
が
削
ら
れ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
誰
が
い
つ
ど
こ
で
何
の
た
め
に
う
た
っ

た
の
か
と
い
う
詞
書
き
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
歌
本
を
よ
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。

げ
の
よ
ミ
フ
に
十
分
な
「
分
別
」
の
あ
る
フ
ォ
ン
で
は
、
文
脈
と
連
想
を

す
り
あ
わ
せ
る
事
が
で
き
る
の
で
受
け
手
は
解
釈
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
帥
の
よ
う
な
「
分
別
」
の
不
十
分
な
フ
ォ
ン
で
は
、
文
脈
と
連
想
を

す
り
あ
わ
せ
る
事
が
で
き
な
い
の
で
、
受
け
手
は
フ
ォ
ン
の
解
釈
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

私
た
ち
は
、
フ
ォ
ン
の
な
か
の
語
か
ら
呼
び
起
こ
す
こ
と
の
で
き
る
連

想
と
、
そ
の
直
前
ま
で
フ
ォ
ン
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
う
た
わ
れ

て
き
た
か
と
い
う
文
脈
の
両
者
が
備
わ
っ
て
い
る
場
合
の
み
、
フ
ォ
ン
の

解
釈
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
将
宏
は
こ
の
仕
組
み
を
「
分
別
」
と
よ

び
、
フ
ォ
ン
を
、
う
た
う
た
め
に
は
、
ま
ず
フ
ォ
ン
を
解
釈
す
る
仕
組
み
を

自
分
の
も
の
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
私
に
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ

った。

お
わ
り
に
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相互唱による短詩型定型詩の解釈のあり方

注
（
１
）
広
西
壮
族
自
治
区
の
中
心
地
、
南
寧
市
の
近
郊
に
あ
る
農
村
地

帯
。
標
準
壮
語
の
標
準
音
に
指
定
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
あ
る
意
味

で
は
壮
族
の
文
化
の
中
心
地
と
い
え
る
。

（
２
）
李
方
桂
『
武
鳴
土
語
（
単
刊
甲
種
之
岨
篁
中
央
研
究
院
歴
史

に
操
れ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

（
８
）
Ｄ
ス
ペ
ル
ベ
ル
、
Ｄ
ウ
ィ
ル
ソ
ン

理
論
』
研
究
社
出
版
一
九
九
三
年

（
７
）
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
政
府
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
壮
語
の

記
述
法
。
学
術
的
な
言
語
調
査
に
基
づ
い
て
、
そ
の
音
を
厳
密
に
記

述
す
る
べ
く
立
案
さ
れ
た
。
し
か
し
方
言
差
が
大
き
く
か
つ
標
準
壮

語
の
普
及
が
進
ま
な
か
っ
た
広
西
壮
族
自
治
区
で
は
、
こ
れ
を
自
由

（
５
）
タ
イ
系
の
言
語
を
話
す
中
華
人
民
共
和
国
最
大
の
人
口
を
持
つ
民

族
。
広
西
壮
族
自
治
区
、
雲
南
省
な
ど
に
居
住
す
る
。
中
国
で
は
最

も
歌
に
秀
で
た
民
族
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
６
）
壮
語
を
表
記
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
、
漢
字
の
造
字
法
を
ま
ね
て

作
っ
た
表
記
法
。
統
一
し
た
記
述
体
系
が
定
め
ら
れ
る
機
会
が
な
か

っ
た
た
め
に
、
通
用
す
る
範
囲
は
た
い
へ
ん
狭
い
。
厳
密
に
い
え

ば
、
同
じ
系
譜
に
連
な
る
歌
い
手
だ
け
の
間
で
の
み
、
完
全
に
理
解

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
全
て
の
歌
い
手
が
文
字
を
読
み
書
き
で
き
る
わ

け
で
も
な
い
の
で
、
こ
の
表
記
法
を
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
そ

（４）国○閏の急口函嗣

ｏ匡圃す“且附岳謡

（３）国“ロゴ三ヨ函勝ロロ甸言①口昌ｏｐｘｓｇ目頤圃のぐ四口四の号日言い-

、

●

け
で
も
な
い
の
で
、
｝

れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

ｏ匡園ｏ匡閏ウ画且器ご留

国○閏の急ロ、酌くぎロ国

李
方
桂

言
語
研
究
所
『
武
鳴
土
語
〈

一
九
五
六
年甸言のロ圃偏の匡撰のぐ四口巴のぎ日日月ロ圏

●

（
内
田
聖
二
他
訳
）
『
関
連
性

一
四
二
～
一
九
九
頁

（
９
）
陳
雨
帆
「
壮
族
歌
会
初
探
之
二
」
『
広
西
民
間
文
学
叢
刊
」
七

広
西
民
間
文
学
研
究
会
一
九
八
二
年
一
三
七
～
一
四
六
頁

（
皿
）
伝
統
的
な
記
述
法
で
は
五
言
十
二
句
の
フ
ォ
ン
は
五
言
八
句
で
記

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
１
２
３
４
５
６
７
８
と
記
し
、
１
２
３

４
５
６
１
２
７
８
３
４
と
う
た
、
フ
。
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