
特集・変成する言葉

暗
い
洞
窟
の
奥
を
向
い
て
い
る
筆
者
の
背
後
で
先
賢
の
叡
智
が
光
を
投

（４）

げ
か
け
て
い
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
そ
の
も
の
の
生
成
が
問
わ
れ
る
場
面

で
は
、
同
時
に
、
文
体
の
生
成
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。

さ
て
、
第
一
の
銘
に
よ
れ
ば
、
上
代
散
文
文
体
の
多
元
性
は
漢
籍
の
な

か
で
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
『
古
事

記
伝
』
の
作
者
が
辿
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
、
漢
籍
の
な
か
で
書
か
れ
た
も

の
と
し
て
『
古
事
記
』
を
よ
む
（
訓
む
．
読
む
）
と
い
う
道
で
あ
っ
た
。

宣
長
は
漢
文
体
で
書
か
れ
た
『
古
事
記
」
を
「
古
語
の
ふ
り
」
（
古
語
の
文
体
）

を
求
め
て
読
ん
だ
の
だ
。
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文
体
が
生
成
す
る
場
所

上
代
散
文
の
諸
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
な
か
に
於
て
、
そ
れ

ス
タ
イ
ル

ぞ
れ
の
個
性
的
表
現
、
即
ち
別
々
の
文
体
を
も
つ
。

（２）

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
上

純
粋
か
つ
厳
密
に
音
声
的
で
あ
る
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
存
在

し
な
い
。
（
：
。
）
純
粋
に
音
声
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
存
在
し
な

い
の
は
、
純
粋
に
音
声
的
な
フ
ォ
ー
ネ
ー
〔
音
声
〕
が
存
在
し
な
い（３）

か
ら
な
の
だ
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
哲
学
の
余
白
」

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
ス
テ
ィ
ル

ー
．
文
字
言
語
と
文
体

（１）

ｌ
「
声
」
と
「
文
字
」
の
〈
あ
い
だ
〉
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ第

二
の
銘
を
書
い
た
デ
リ
ダ
は
、
引
用
箇
所
の
直
前
で
、
純
粋
に
表
音

的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
考
え
方
自
体
を
「
或
る
巨
大
な
偏
見
」
と

し
て
斥
け
る
の
だ
。
「
音
声
的
と
言
わ
れ
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
原
理
上

な
ら
び
に
権
利
上
（
…
）
自
己
自
身
の
う
ち
に
非
音
声
的
な
「
記
号
」
（
句

エ
ス
バ
ス
マ
ン

芦。）

読
点
、
間
、
等
々
）
を
許
容
し
な
い
か
ぎ
り
機
能
し
え
な
い
」
か
ら
だ
。

ま
さ
し
く
「
純
粋
に
音
声
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
な
ど
存
在
し
な
い

の
だ
。
つ
ま
り
、
純
粋
な
「
表
音
文
字
」
も
、
純
粋
な
「
表
意
文
字
」
も

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

デ
リ
ダ
哲
学
の
表
現
は
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
純
粋
に
表
音
的
な
も

の
に
見
え
る
言
語
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
非
音
声
的
な
『
記
号
芒

に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
哲
学
固
有
の
問
題
を
超

え
て
妥
当
す
る
だ
ろ
う
ｌ
西
欧
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
明
を
超
え
て
。

た
と
え
ば
、
奈
良
東
大
寺
の
正
倉
院
に
残
さ
れ
た
仮
名
だ
け
で
書
か
れ

た
二
通
の
文
書
ｌ
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
頃
の
も
の
と
い
わ
れ
る

「
正
倉
院
仮
名
文
書
」
（
甲
種
・
乙
種
）
ｌ
で
あ
る
。

「
甲
種
」
に
は
文
の
切
れ
目
を
「
ス
ペ
ー
ス
」
で
表
示
す
る
方
法
が
見

出
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
ス
ペ
ー
ス
」
は
表
音
的
な
言
語
が
機
能
し
得
る
条

（６）

件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

西
澤
一
光
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要
す
る
に
、
「
仮
名
文
書
（
乙
種
）
」
の
如
く
、
ス
ペ
ー
ス
も
な
く
、
仮

名
を
羅
列
し
た
だ
け
の
文
字
言
語
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
し
得
る
の
は
、

手
紙
の
形
式
と
手
紙
用
語
が
読
解
格
子
の
機
能
を
果
た
す
か
ら
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
一
見
表
音
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
そ
れ

は
文
字
言
語
の
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
仮
名
文
書
」
は
漢

籍
の
文
体
の
上
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
仮
名
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
留
ま
ら
な
い
。

漢
字
に
対
す
る
訓
み
が
い
く
つ
か
の
条
件
に
よ
っ
て
固
定
し
得
る
場
合

「
ス
ペ
ー
ス
」
は
、
実
は
、
単
な
る
非
在
で
は
な
く
、
一
つ
の
文
の
終

止
／
成
立
を
告
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
不
可
視
の
、
あ
る
い
は
聴
取

不
可
能
な
も
の
と
し
て
の
「
ス
ペ
ー
ス
」
は
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
一
環
な

の
で
あ
り
、
文
体
の
生
成
に
与
か
っ
て
も
い
る
の
だ
。

た
だ
し
、
こ
の
甲
乙
二
種
の
「
仮
名
文
書
」
は
、
「
ス
ペ
ー
ス
」
の
有

無
以
上
に
本
質
的
な
問
題
１
１
文
体
の
問
題
ｌ
を
提
起
し
て
い
る
。

奥
村
悦
三
は
、
甲
乙
二
通
の
書
状
が
い
ず
れ
も
「
漢
文
を
下
敷
に
し
て

い
る
」
の
で
あ
り
、
「
暮
し
の
こ
と
ば
か
ら
生
ま
れ
た
庶
民
の
手
紙
な
ど
、

（７）

奈
良
時
代
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
や
ま

と
言
葉
」
で
書
か
れ
た
手
紙
と
言
う
形
式
そ
の
も
の
が
「
す
べ
て
漢
文
書

（８）

簡
を
模
倣
し
た
も
の
だ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」
わ
け
で
、
純
粋
な
音

声
言
語
と
そ
れ
を
写
像
す
る
と
こ
ろ
の
表
音
文
字
と
い
う
形
而
上
学
の
夢

は
こ
こ
で
も
見
事
に
破
れ
る
の
だ
。
い
や
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
文
字
言
語

と
文
体
の
相
関
性
は
表
音
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
い
て
こ
そ
一
層
強
く

機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
さ
え
い
る
だ
ろ
う
。

２
．
「
古
事
記
」
の
書
記
と
文
体

に
は
、
訓
字
も
ま
た
、
仮
名
文
字
と
全
く
同
様
に
、
邦
語
を
一
義
的
に
書

き
表
し
／
訓
み
出
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

思
え
ば
『
万
葉
集
』
の
訓
話
と
は
そ
の
条
件
の
探
索
だ
と
言
っ
て
良
い
。

『
万
葉
集
』
の
歌
は
、
訓
字
主
体
書
記
（
宣
命
大
書
体
）
か
真
仮
名
主
体

書
記
で
書
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
「
詞
」
（
名
詞
や
動
詞
な
ど
実
質
的
な

概
念
を
表
す
要
素
）
を
訓
字
で
書
き
、
「
辞
」
（
助
詞
・
助
動
詞
な
ど
状
態

性
を
表
す
要
素
）
を
真
仮
名
で
書
く
と
い
う
方
法
で
あ
っ
て
、
訓
字
の
部

分
の
訓
み
に
決
定
不
可
能
な
も
の
を
残
す
と
は
言
え
、
書
き
手
の
側
に
は

一
定
の
訓
み
方
が
想
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
訓
字
主

体
書
記
と
は
、
漢
文
訓
読
の
逆
を
行
っ
た
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
倭
文
・

倭
語
を
直
接
書
く
こ
と
の
志
向
か
ら
生
じ
た
文
体
な
の
で
あ
る
。

煎
じ
つ
め
れ
ば
、
訓
字
主
体
で
あ
れ
、
真
仮
名
主
体
で
あ
れ
、
表
語
的

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
な
の
で
あ
り
、
倭
文
体
を
志
向
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

問
題
は
『
古
事
記
』
で
あ
る
。

太
安
万
侶
は
、
『
古
事
記
」
本
文
を
、
述
語
を
客
語
の
前
に
置
く
と
い

う
漢
文
の
シ
ン
タ
ク
ス
に
則
っ
て
書
い
て
い
る
。
『
古
事
記
」
は
、
漢
文

式
の
返
読
に
よ
っ
て
読
み
得
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
文

字
を
基
本
的
に
倭
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
で
書
き
並
べ
て
い
く
『
万
葉
集
」
の

歌
の
テ
キ
ス
ト
と
は
根
本
的
に
異
な
る
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
応

じ
て
、
漢
文
独
自
の
「
助
字
」
を
、
『
万
葉
集
』
以
上
に
、
文
の
骨
格
を

書
き
表
す
た
め
に
用
い
て
い
る
。

す
で
に
「
万
葉
集
』
の
巻
一
・
二
の
原
形
が
編
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

元
明
朝
当
時
、
倭
文
を
書
く
文
体
と
し
て
の
宣
命
大
書
体
は
確
立
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、
藤
原
宮
趾
か
ら
出
土
す
る
木
簡
に
記
さ
れ
た
宣
命
か

（９）

ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
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特集・変成する言葉

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
安
万
侶
は
そ
れ
を
使
用
せ
ず
、
漢
文
の
シ
ン

タ
ク
ス
で
倭
文
を
書
き
表
し
た
の
か
。

今
日
で
も
「
古
事
記
』
を
「
倭
文
体
」
と
し
て
考
察
す
る
論
者
が
い
る

が
、
そ
れ
で
は
「
古
事
記
』
の
文
体
が
反
転
式
に
書
か
れ
て
お
り
、
か
つ
、

文
の
結
構
を
漢
文
助
字
に
よ
っ
て
構
築
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
目
を

逸
ら
す
結
果
に
な
ろ
う
。

同
時
に
、
山
口
佳
紀
に
よ
る
「
す
み
ず
み
ま
で
一
定
の
日
本
語
で
訓
ま

（Ⅲ）

れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
ほ
ど
、
窮
屈
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と

い
う
把
握
を
も
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
『
古
事
記
』
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
が
目
指
し
て
い
る
表
語
性
の
水
準
は
『
万
葉
集
』
な
ど
の
そ
れ
よ
り
も

遥
か
に
緩
や
か
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
古
事
記
』
は
常
に
一
義

的
な
訓
み
方
を
求
め
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
『
古
事
記
』
は
、
『
万
葉
集
』
の
よ
う
な
精
確
な
表
語
性
を

あ
る
程
度
犠
牲
に
し
て
も
、
漢
文
体
の
枠
組
み
を
ベ
ー
ス
に
書
く
と
い
う

方
向
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
問
題
は
、
『
古
事
記
』
が

な
ぜ
漢
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
根
拠
の
一
端
に
つ
い
て
、
後
の
節
で
も
見
る
が
、
他
な
ら
ぬ
宣
長

エ
ラ

が
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
ｌ
「
か
、
れ
ば
此
記
を
撰
定
ば
れ
つ
る
こ
ろ

ホ
カ

カ
ナ
ブ
ミ

カ
キ
ザ
マ

も
、
歌
祝
詞
宣
命
な
ど
の
余
に
は
、
い
ま
だ
仮
字
文
と
い
ふ
書
法
は
無
か

ヨ

カ
カ

リ
し
か
ば
、
な
く
て
の
世
間
の
な
ら
ひ
の
ま
、
に
、
漢
文
に
は
書
れ
し
な

（Ⅲ）り」と。
つ
ま
り
、
「
古
事
記
』
撰
録
当
時
は
歌
・
祝
詞
・
宣
命
以
外
は
、
漢
籍

の
文
体
で
記
す
の
が
世
間
の
な
ら
い
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
『
古
事
記
』
も

大
方
は
漢
文
体
で
書
か
れ
た
の
だ
と
宣
長
は
考
え
た
。

こ
の
点
に
関
す
る
宣
長
の
主
張
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ツ
シ
ュ
な
も
の
で
は
な

く
、
実
は
歴
史
的
で
あ
る
。
漢
字
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
漢
文
体
を
書
く

た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
律
令
制
は
漢
文
体
の
文
書
に
よ
っ
て
機

ヨ

カ
カ

能
し
て
い
た
。
「
な
く
て
の
世
間
の
な
ら
ひ
の
ま
、
に
、
漢
文
に
は
書
れ

し
な
り
」
と
い
う
把
握
は
当
時
の
文
字
を
規
制
す
る
状
況
を
言
っ
た
も
の

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
な
ぜ
、
安
万
侶
は
、
「
万
葉
集
」
や
宣
命
の
如
く
に

書
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
小
谷
博
泰
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宣
命
大
書
体
は
「
読

（旧）

み
に
く
い
」
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
訓
字
と
送
り
仮
名
の
区
別
し
や
す
い

（旧）

表
記
、
す
な
わ
ち
宣
命
小
書
体
」
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

少
し
言
葉
を
補
お
う
。
つ
ま
り
、
宣
命
体
は
文
を
ど
こ
で
切
る
の
か
が

分
か
り
に
く
い
の
で
あ
る
。
文
の
分
節
箇
所
が
判
明
し
な
け
れ
ば
個
々
の

文
字
が
訓
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
真
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
の
か
さ
え
決
定
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
文
全
体
の
訓
を
正
し
く
得

ら
れ
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
万
葉
歌
に
つ
い
て
さ
え

（脚）

ま
ま
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
宣
命
大
書
体
の
テ
キ
ス
ト
と
小
書
体
の
テ
キ
ス
ト
を
較
べ
て
み

し-《』『ノ○

（旧）

ａ
止
詔
大
［
御
命
］
乎
諸
聞
食
止
詔

（脂）

β
随
神
所
思
行
佐
久
止
詔
天
皇
大
命
乎
諸
聞
食
止
詔

α
は
藤
原
宮
趾
出
土
の
宣
命
木
簡
の
一
部
（
裏
面
残
存
部
）
で
「
・
：
と

の

お
ほ
み
こ
と
も
ろ
も
ろ
た
ま
の
（
〃
）

詔
り
た
ま
ふ
大
御
命
を
諸
聞
き
食
へ
と
詔
る
」
と
訓
ま
れ
る
。
β
は
『
続

お
も
ほ

の

紀
』
宣
命
第
一
詔
の
第
一
段
の
文
言
で
「
神
な
が
ら
思
し
め
さ
く
と
詔

す
め
ら

も
ろ
も
ろ

（旧）

り
た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
諸
聞
き
た
ま
へ
と
詔
る
」
と
訓
ま
れ
る
。
ａ
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文体が生成する場所

も
、
古
音
系
の
仮
名
文
字
「
止
」
や
仮
名
専
用
と
い
っ
て
よ
い
「
乎
」
を

用
い
る
こ
と
で
分
節
の
便
を
図
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
語
句

の
切
れ
目
を
見
つ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
β
は
真
仮
名
が
小
書
き
さ
れ

る
こ
と
で
切
れ
目
は
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
う
例
を
見
れ
ば
、
訓
字
と
真
仮
名
と
を
交
用
す
る
書
記
が
い
か

に
訓
み
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
か
が
一
目
瞭
然
と
な
ろ
う
。

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
九
世
紀
末
の
『
新
撰
万
葉
集
』
の
作
者
が
『
万

葉
集
』
の
文
体
を
「
文
句
錯
乱
、
非
詩
非
賦
、
字
対
雑
繰
、
難
入
難
悟
」

と
評
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

特
に
「
文
句
錯
乱
」
と
い
う
の
は
、
『
万
葉
集
』
の
音
訓
交
用
体
に
つ

い
て
言
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
。

一
方
で
は
純
粋
漢
文
に
習
熟
し
、
他
方
で
は
平
仮
名
で
歌
を
書
く
技
を

持
つ
に
至
っ
て
い
た
平
安
朝
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
『
万
葉
集
』
の
音
訓

交
用
の
文
体
は
も
は
や
他
者
の
言
語
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
万
葉
歌
が
同
時
代
に
お
い
て
読
み
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
そ

れ
ら
が
五
音
句
七
音
句
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
形
式
の
歌
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
「
辞
」
（
真
仮
名
）
が
句
の
切
れ
目
に
来
る
こ
と
が
語
句

単
位
を
見
出
す
手
掛
か
り
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
万
葉

歌
で
さ
え
句
切
れ
を
見
出
す
の
が
し
ば
し
ば
困
難
を
極
め
る
以
上
、
音
訓

交
用
体
を
散
文
に
適
用
す
る
の
は
実
用
的
と
は
言
え
な
い
。
散
文
に
は
韻

律
に
よ
る
分
節
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
八
世
紀
の
初
頭
段
階
に
あ
っ
て
『
古
事
記
』
を
書

物
と
し
て
読
み
得
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
安
万
侶
は
漢
文
の
シ
ン
タ

ク
ス
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
あ
る
ま
い

か
。
漢
文
体
は
形
の
上
で
句
や
文
の
単
位
を
明
確
に
把
握
で
き
る
と
い
う

し
か
し
、
真
の
問
題
は
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
。

「
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
純
粋
漢
文
と
し
て
書
か

れ
た
の
と
は
異
な
り
、
宣
長
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ひ
た
ぶ
る
の

漢
文
に
も
あ
ら
ず
」
（
一
九
）
な
の
で
あ
っ
て
、
「
久
羅
下
那
州
多
陀
用
弊
流
」

な
ど
の
よ
う
な
仮
名
書
き
の
箇
所
も
あ
り
、
「
在
祁
理
（
在
け
り
）
」
や
「
吐

散
登
許
曾
（
吐
き
散
ら
す
と
こ
そ
こ
の
よ
う
な
宣
命
大
書
体
の
よ
う
な

箇
所
も
あ
る
の
だ
。

た
と
え
ば
、
伊
邪
那
岐
命
・
伊
邪
那
美
命
の
二
神
が
天
の
浮
橋
か
ら
天

の
沼
矛
を
指
し
下
ろ
し
て
か
き
ま
わ
す
場
面
は
、

故、二柱神、立一狐し立云》｜多多志一・天浮橋一而、指一下其沼矛一以書者、

（旧）

騨許々
哀々
呂々
迩此七字以レ音。書鳴馴レ鳴云一那志｜也。而、引上時、

と
書
か
れ
る
。
シ
ン
タ
ク
ス
の
骨
格
を
抜
き
出
す
な
ら
ば
「
二
柱
神
、
立

・
：
而
、
指
下
…
者
、
：
・
画
鳴
而
、
引
上
時
」
と
い
う
ま
こ
と
に
整
然
た
る

結
構
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
際
、
「
故
」
「
而
」
「
者
」
な

ど
の
漢
語
の
助
字
（
虚
詞
）
が
そ
の
明
確
な
文
体
を
構
築
す
る
た
め
に
機

能
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
時
に
安
万
侶
は
、
「
立
」
に
つ
い
て
は
「
訓
立
云
多
多
志
」

と
注
し
、
訓
を
一
義
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
画
鳴
」
の
「
鴫
」
に
つ

利
点
を
持
っ
て
い
る
し
、
ま
た
、
識
字
層
を
構
成
す
る
人
々
に
と
っ
て
漢

字
文
字
列
は
ま
ず
漢
文
と
し
て
映
じ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

文
と
文
と
を
繋
い
で
い
く
に
し
て
も
、
「
故
」
で
順
接
条
件
を
、
「
雛
」
で

逆
接
条
件
を
表
し
、
「
而
」
で
並
列
や
継
起
関
係
を
表
す
な
ど
の
方
法
は

非
常
に
訓
み
や
す
い
文
字
列
を
創
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

３
．
太
安
万
侶
の
言
語
理
論
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特集・変成する言葉

同
様
に
重
要
な
迩
迩
藝
命
の
降
臨
の
場
面
で
も
、

故
爾
、
詔
二
天
津
日
子
番
能
迩
迩
藝
命
一
而
、
離
二
天
之
石
位
一
、
押
二

分
天
之
八
重
多
那
此
・
字
以
音
。
雲
一
而
、
伊
都
能
知
和
岐
知
和
岐
弓
、
自

伊以下十字以音．於二天浮橋一、宇岐士摩理、蘇理多々
斯豆、自字以

下
十
一
字
亦
以
音
．
天
二
降
坐
干
竺
紫
日
向
之
高
千
穂
之
久
士
布
流
多
氣
一
・

自
久
以
下
六
字
以
音
。

と
、
「
い
つ
の
ち
わ
き
ち
わ
き
て
」
「
う
き
じ
ま
り
、
そ
り
た
た
し
て
」
「
く

じ
ふ
る
た
け
」
な
ど
聖
な
る
伝
承
の
骨
子
に
関
わ
る
ら
し
い
言
葉
は
真
仮

名
で
書
か
れ
る
。
「
古
事
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
万
葉
集
』
の
達
成
を
受

け
た
上
で
、
さ
ら
に
声
注
ま
で
を
加
え
る
と
い
う
、
当
時
の
書
記
技
術
を

結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
」
は
、
漢
文
と
い
う
大
枠
の
所
々
に
仮
名
書

き
や
宣
命
大
書
体
を
埋
め
込
ん
で
、
一
義
的
に
倭
文
を
訓
み
出
す
こ
と
を

い
て
も
「
那
志
」
と
訓
む
よ
う
に
注
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
塩
許
々
衰
々
呂
々

迩
画
鳴
而
」
の
行
文
の
う
ち
の
「
許
々
哀
々
呂
々
迩
」
の
「
七
字
」
に
は

「
音
」
を
も
ち
い
よ
と
注
し
て
い
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
安
万
侶
に
は
「
コ

ヲ
ロ
コ
ヲ
ロ
ー
こ
が
「
上
古
」
の
言
葉
を
表
す
た
め
の
鍵
と
な
る
要
素
と

判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
国
生
み
・
神
生
み
に
際
し
て
、
伊
邪
那
美
命
は
伊
邪
那
岐
命

に
対
し
て
「
阿
那
通
夜
志
愛
上
哀
登
古
哀
」
と
呼
び
か
け
、
伊
邪
那
岐
命

は
伊
邪
那
美
命
に
「
阿
那
通
夜
志
愛
上
衰
登
寶
哀
」
と
呼
び
か
け
た
と
あ

（釦）る
。
こ
こ
で
の
「
結
婚
」
と
「
出
産
」
は
「
古
事
記
」
の
な
か
で
も
特
に

聖
な
る
場
面
と
言
っ
て
良
い
。
そ
の
際
の
「
求
婚
」
の
言
葉
の
記
述
に
関

し
て
安
万
侶
が
一
字
一
句
も
違
え
ず
に
精
確
に
記
そ
う
と
し
た
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。

求
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
安
万
侶
は
、
そ
の
よ
う
な
複
数
の
シ
ス
テ
ム
を
統
合
し
た
複
雑

系
的
な
書
記
シ
ス
テ
ム
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
も
ま
た
、
安
万
侶
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
お

り
で
あ
ろ
う
。

上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
文
構
句
、
於
字
即
難
。
已
因
訓
述
者
、

詞
不
逮
心
。
全
以
音
連
者
、
事
趣
更
長
。
是
以
、
今
、
或
一
句
之
中
、

交
用
音
訓
、
或
一
事
之
内
、
全
以
訓
録
。
云
々
（
上
古
の
時
は
、
言

と
意
と
並
に
朴
に
し
て
、
文
を
敷
き
句
を
構
ふ
る
こ
と
、
字
に
於
て

は
即
ち
難
し
。
已
に
訓
に
因
り
て
述
べ
た
る
は
、
詞
心
に
逮
ば
ず
、

全
く
音
を
以
ち
て
連
ね
た
る
は
、
事
の
趣
更
に
長
し
。
是
を
以
て
、
今
、

或
は
一
句
の
中
に
、
音
と
訓
と
を
交
へ
用
ゐ
っ
。
或
は
一
事
の
内
に
、

（割）

全
く
訓
を
以
て
録
し
つ
。
云
々
）

つ
ま
り
、
上
古
の
言
葉
は
そ
の
表
現
も
意
味
も
素
朴
で
文
字
言
語
に

よ
っ
て
文
章
化
す
る
の
は
難
し
く
、
す
べ
て
「
訓
」
で
書
い
た
の
で
は
そ

の
朴
な
る
意
（
心
）
に
届
か
な
い
し
、
か
と
言
っ
て
す
べ
て
「
音
」
で
書

い
た
の
で
は
こ
と
さ
ら
に
長
々
し
く
な
る
（
意
味
が
と
り
に
く
い
）
。
だ

か
ら
、
同
じ
句
の
内
部
を
音
訓
交
用
で
書
い
た
り
、
す
べ
て
訓
で
書
い
た

り
と
、
そ
の
都
度
最
適
な
書
記
法
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
漢
字
と
漢
文
と
い
う
他
者
の
言
語
に
よ
っ
て
自
土
の
、
し

か
も
「
上
古
」
の
言
葉
を
言
語
化
す
る
た
め
の
方
法
が
複
数
の
書
記
シ
ス

テ
ム
の
併
用
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

４
．
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
理
論

実
は
、
本
論
と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
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文体が生成する場所

言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
『
古
事
記
伝
」
「
一
之
巻
」

カ
キ
ザ
マ

「
文
体
の
事
」
の
項
の
冒
頭
部
を
縮
約
し
て
要
旨
を
示
そ
う
。
サ
マ

宣
長
は
ま
ず
、
『
古
事
記
』
で
は
「
す
べ
て
の
文
、
漢
文
の
格
に
書
か

れ
た
り
」
と
大
き
く
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
「
い
か
な
れ
ば
漢
文
に
は
物

せ
ら
れ
つ
る
ぞ
と
い
は
む
か
」
と
問
い
を
立
て
る
。
そ
し
て
、
元
来
「
大

ト

ッ

ク

ニ

フ

ミ

フ

御
国
に
も
と
文
字
は
な
か
」
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
外
国
よ
り
書
籍
と
云

ワ
タ
リ
マ
ヰ
キ

ノ
モ
ジ

ブ

ミ

コ

ト

バ

カ

リ

コ

コ

物
渡
参
来
て
」
、
「
其
文
字
を
用
ひ
、
そ
の
書
籍
の
語
を
借
て
、
此
間
の

カ
キ
シ
ル

ノ

サ
マ

事
を
も
書
記
す
こ
と
に
」
な
っ
た
結
果
「
万
事
、
か
の
漢
文
の
格
の
ま
樹

キ

ブミ

に
な
む
書
な
ら
」
う
よ
う
に
な
っ
た
。
「
か
の
物
語
書
な
ど
」
の
よ
う
に

ノ

ヒ
ラ
ガ
ナ

倭
言
葉
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
「
今
京
に
な
り
て
、
平
仮
字
と
い
ふ
も
の

出
来
て
の
後
に
始
ま
」
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
『
古
事
記
」
が
撰
録

ノ
リ
９
卜
ミ
コ
０
ト
ノ
リ
ノ
コ
ト
バ

せ
ら
れ
た
時
代
に
は
、
「
歌
と
祝
詞
と
宣
命
詞
」
な
ど
の
ほ
か
は
「
な

ヨ

カ
カ

（龍）

べ
て
の
世
間
の
な
ら
ひ
の
ま
、
に
、
漢
文
に
は
書
れ
し
な
り
」
と
い
う
の
だ
。

見
た
と
お
り
、
テ
キ
ス
ト
理
論
に
関
す
る
宣
長
の
主
張
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
古
事

記
』
と
い
う
書
物
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
そ
の
時
代
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
シ
ス
テ
ム
の
中
で
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
そ
の
時
代
の
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
見
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
に
ほ
か
な
ら

ない。た
だ
、
宣
長
に
は
契
沖
と
い
う
先
達
が
あ
っ
た
。
契
沖
は
『
万
葉
集
」

を
当
時
の
言
語
体
系
に
お
い
て
訓
む
と
い
う
方
法
を
開
拓
し
、
定
礎
し

（
銅
）
あ
し
わ
け
を
ぶ
れ

た
。
『
排
蘆
小
船
』
の
宣
長
は
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
書
い

（訓）

て
い
る
。
宣
長
の
「
古
事
記
』
研
究
は
、
平
安
以
前
の
、
奈
良
朝
の
言
語

体
系
に
関
す
る
確
固
た
る
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

坐（》ブ（》○

こ
こ
で
宣
長
の
テ
キ
ス
ト
論
全
体
の
構
成
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
実
際

に
は
、
「
古
事
記
伝
」
「
一
之
巻
」
全
体
が
、
『
古
事
記
』
を
読
む
た
め
の

テ
キ
ス
ト
論
だ
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
一
之
巻
」
は
、
『
古
事
記
伝
』

四
十
四
巻
の
「
総
論
」
と
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
以
下
に
．
之
巻
」

の
構
成
す
る
九
つ
の
項
目
を
掲
げ
、
筑
摩
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻

の
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。

①
「
古
記
典
等
総
論
」
（
三
’
七
）

②
「
書
紀
の
論
ひ
」
（
七
’
一
四
）

③
「
旧
事
紀
と
い
ふ
書
の
論
」
（
一
四
’
一
五
）

④
「
記
題
号
の
事
」
（
一
五
’
一
六
）

⑤
「
諸
本
又
注
釈
の
事
」
（
一
六
’
一
七
）

⑥
「
文
体
の
事
」
（
一
七
’
二
○
）

⑦
「
仮
字
の
事
」
（
二
○
’
三
一
）

⑧
「
訓
法
の
事
」
（
三
一
’
四
八
）

⑨
「
直
毘
霊
」
（
四
九
’
六
三
）

さ
て
、
上
記
①
～
⑨
は
内
容
上
三
部
に
分
か
れ
る
。

Ｉ
．
①
「
古
記
典
等
総
論
」
か
ら
⑤
「
諸
本
又
注
釈
の
事
」
ま
で
。
書

物
と
し
て
の
『
古
事
記
』
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
。
こ
こ
で
の
主
た

る
課
題
は
、
『
古
事
記
』
は
な
ぜ
読
ま
れ
る
べ
き
か
に
あ
る
。

Ⅱ
．
⑥
「
文
体
の
事
」
か
ら
⑧
「
訓
法
の
事
」
ま
で
。
『
古
事
記
」
を
「
古

伝
」
と
し
て
読
む
た
め
の
原
理
的
知
見
と
具
体
的
知
見
を
言
う
。

Ⅲ
．
⑨
「
直
毘
霊
」
。
『
古
事
記
」
が
「
異
国
の
萬
づ
の
道
に
す
ぐ
れ
て
、

正
し
き
高
き
貴
き
」
「
神
の
道
」
を
記
し
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
述
べ
る
。
『
古
事
記
伝
』
の
形
而
上
学
と
呼
ぶ
べ
き
部
分
。

「一之巻」の執筆は、「三之巻」（Ⅱ神代一之巻）、「四之巻」（Ⅱ
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神
代
二
之
巻
）
の
注
釈
と
並
行
し
て
、
幾
度
か
の
推
敲
を
経
て
書
き
進
め

（錫）

ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
Ⅱ
の
⑥
～
⑧
は
、
そ
れ
を
最
も

豊
か
に
反
映
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
小
林
秀
雄
に
よ
れ
ば
、
な
か
で
も

ヨ

ミ

ヂ

マ

（

蹄

）

「
訓
法
の
事
」
が
「
宣
長
の
努
力
の
集
中
し
た
と
こ
ろ
」
だ
と
い
う
の
だ
が
、

い
わ
ば
「
訓
法
の
事
」
は
「
文
体
の
事
」
と
鏡
像
関
係
に
あ
る
理
論
を
述

べ
る
節
で
あ
る
。
大
枠
・
漢
文
体
、
部
分
的
に
は
精
密
な
倭
文
体
ｌ
と

い
う
「
古
事
記
』
特
有
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
実
践
的
に
は
ど
う
訓
読
す

る
か
を
課
題
と
す
る
節
で
あ
る
。

さ
て
、
「
訓
法
の
事
」
は
、
さ
ら
に
、
《
原
理
的
準
則
部
》
（
三
一
～

三
七
・
一
）
と
《
各
論
部
》
（
三
七
・
二
～
四
八
）
と
に
分
か
た
れ
る
の
だ
が
、

今
、
紙
数
の
関
係
で
、
議
論
を
こ
の
《
原
理
的
準
則
部
》
の
一
端
に
限
定

せ
ざ
る
を
得
な
い
・

こ
こ
で
、
宣
長
は
、
ま
ず
、
前
半
（
三
一
～
三
二
・
九
）
で
、
「
古
語
」

を
重
く
見
る
べ
き
理
由
と
根
拠
を
厳
密
に
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で

に
①
の
「
古
記
典
等
総
論
」
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
再
説
で
も
あ
る
の

だ
が
、
①
が
『
日
本
書
紀
』
『
続
紀
』
を
検
討
し
た
歴
史
的
な
分
析
を
軸

に
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
⑧
は
『
古
事
記
」
の
「
上
表
文
」
の
読
み

こ
み
を
軸
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
古
事
記
』
成
書

化
の
過
程
は
次
の
よ
う
な
諸
段
階
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ

一十《胎帥ソ、川
天
武
が
「
帝
紀
」
を
「
撰
録
」
し
、
「
旧
辞
」
を
「
討
籔
」
し
よ
う

と
の
「
詔
」
を
発
し
た
こ
と
。

②
天
武
が
阿
礼
に
「
勅
語
」
し
て
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
と

を
「
謂
習
」
さ
せ
た
こ
と
。

③
元
明
帝
の
「
詔
」
阿
礼
の
「
語
の
ふ
り
」
に
即
し
て
の
書
録
。

と
い
う
三
段
階
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
古
事
記
』
の
「
上
表
文
」
に
よ
れ
ば
、
「
帝
紀
」
並
び
に
「
旧

辞
」
の
「
撰
録
」
や
「
討
籔
」
ｌ
つ
ま
り
『
古
事
記
』
編
纂
ｌ
の
事

業
は
天
皇
（
天
武
）
の
「
詔
」
に
よ
っ
て
発
意
さ
れ
、
か
つ
、
天
皇
は
稗

田
阿
礼
に
書
物
と
な
る
べ
き
内
容
を
「
謂
習
」
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

は
書
物
と
し
て
の
完
成
を
見
ず
に
い
た
の
で
あ
る
が
、
約
三
十
年
ほ
ど
後

の
元
明
帝
が
「
稗
田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
ひ
録
し
て
献
上
れ
」

と
の
「
詔
」
を
く
だ
し
て
安
万
侶
が
『
古
事
記
』
を
撰
録
し
て
献
上
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
し
か
し
、
：
：
：
」
と
宣
長
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
、
「
も
し
語
に
か
、

コ
ト
ワ
リ

ム
ネ

は
ら
ず
て
、
た
欝
に
義
理
を
の
み
旨
と
せ
む
に
は
、
記
録
を
作
ら
し
め
む

ゾ

ヨ
ミ
ナ
ラ

イ
タ
ヅ
ラ

と
し
て
、
先
人
の
口
に
謂
習
は
し
賜
は
む
は
、
無
用
ご
と
な
ら
ず
や
」
と
。

な
ぜ
、
天
皇
は
阿
礼
に
「
謂
習
」
さ
せ
た
の
か
、
単
に
記
録
を
作
ら
せ
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
人
の
口
に
「
講
習
」
さ
せ
る
こ
と
は
「
無

用
ご
と
」
で
は
な
い
か
。

こ
れ
に
対
す
る
宣
長
の
考
え
は
こ
う
で
あ
る
。

ソ
ノ
カ
ミ

当
時
、
書
籍
な
ら
ね
ど
、
人
の
語
に
も
、
古
言
は
な
ほ
の
こ
り
て
、

ウ
セ

ヨ

失
は
て
ぬ
代
な
れ
ば
、
阿
礼
が
よ
み
な
ら
ひ
つ
る
も
、
漢
文
の
旧
記

へ

．

．

に
本
づ
く
と
は
云
ど
も
、
語
の
ふ
り
を
、
此
間
の
古
語
に
か
へ
し
て
、

ダ
ダ
フ
ミ

ロ
に
唱
へ
こ
、
ろ
み
し
め
賜
へ
る
も
の
ぞ
、
然
せ
ず
し
て
、
直
に
書

ハ
ナ

よ
り
書
に
か
き
う
つ
し
て
は
、
本
の
漢
文
の
ふ
り
離
れ
が
た
け
れ
ば

（”）
なり。

つ
ま
り
、
天
武
が
阿
礼
に
命
じ
た
の
は
漢
文
の
「
熟
調
」
「
謂
習
」
な

の
で
あ
る
。

そ
の
目
的
は
、
漢
文
体
で
書
か
れ
た
旧
記
を
い
っ
た
ん
自
土
の
「
古
語
」
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宣
長
の
言
う
「
古
語
の
ふ
り
」
は
、
彼
の
理
想
の
投
影
で
も
何
で
も
な

く
、
現
に
あ
っ
た
倭
文
の
資
料
の
な
か
に
見
ら
れ
て
い
る
。

カ
ラ

「
訓
法
の
事
」
の
《
原
理
的
準
則
部
》
の
後
半
で
宣
長
は
「
漢
の
ふ
り

マｗン

キ
ヨ

モＤ卜

の
同
ら
ぬ
、
清
ら
か
な
る
古
語
を
求
め
て
訓
く
し
」
（
三
三
と
言
う
が
、

そ
れ
は
、
「
古
記
」
の
中
の
「
古
語
の
ま
、
に
記
せ
る
所
々
」
、
続
紀
の
宣
命
、

延
喜
式
の
祝
詞
、
記
紀
の
歌
、
万
葉
集
な
ど
に
よ
っ
て
学
ぶ
べ
き
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
は
漢
文
か
ら
移
り
来
た
語
の

ふ
り
（
「
漢
の
う
つ
り
」
）
も
混
在
し
て
お
り
、
万
葉
歌
も
奈
良
朝
以
後
は

漢
文
の
雛
読
語
も
見
え
る
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
精
査
す
べ
き
だ
と
断
っ
た

上
で
、
結
局
、
「
大
か
た
那
良
よ
り
あ
な
た
の
を
ば
、
古
語
と
定
く
し
」

に
還
し
て
、
「
漢
文
の
ふ
り
」
（
漢
文
体
）
を
払
拭
す
る
た
め
だ
と
宣
長
は

考えた。
い
っ
た
い
稗
田
阿
礼
と
い
う
舎
人
は
、
二
十
八
歳
の
時
に
「
帝
皇
日
継
」

と
「
先
代
旧
辞
」
の
「
調
習
」
を
天
武
か
ら
命
じ
ら
れ
、
か
つ
三
十
年
ほ

ど
後
の
元
明
天
皇
が
特
に
「
稗
田
阿
礼
が
論
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
云
々
と

詔
し
た
と
安
万
侶
が
書
い
て
い
る
以
上
、
そ
こ
に
「
古
語
の
ふ
り
」
を
重

視
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
と
考
え
る
宣
長
の
推
論
に
は
根
拠
が
あ
る

し
、
ま
た
、
論
理
的
で
も
あ
る
。

ま
た
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
安
万
侶
自
身
「
上
古
の
時
」
の
「
言

意
」
を
書
き
表
す
た
め
に
並
大
抵
で
な
い
文
体
を
構
築
し
て
も
い
る
の
で

（鉛）
あ
る
。
．
字
一
言
と
い
へ
ど
も
、
み
だ
り
に
」
（
三
二
）
は
せ
ず
「
古
語

の
ふ
り
」
に
訓
む
く
き
だ
と
い
う
宣
長
の
主
張
は
『
古
事
記
」
の
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
た
も
の
な
の
だ
。

５
．
「
古
語
の
ふ
り
」
と
い
う
概
念

（
三
四
）
、
「
那
良
ま
で
に
出
来
つ
る
は
、
な
ほ
古
言
と
定
め
て
、
え
さ
ら

ぬ
時
は
用
ふ
く
し
」
（
三
五
）
、
「
な
く
て
の
地
を
、
阿
礼
が
語
と
定
め
て
、

そ
の
代
の
こ
、
ろ
ば
へ
を
も
て
訓
べ
き
な
り
」
（
三
五
）
と
い
う
現
実
的

な
解
決
法
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
宣
長
の
作
業
は
、
白
鳳
か
ら
奈
良
時
代
の
倭
文
の
言
語
体

系
の
な
か
で
『
古
事
記
』
を
よ
む
（
訓
む
．
読
む
）
と
い
う
至
極
真
っ
当

な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
方
向
性
と
し
て
、
今
日
の
「
古

事
記
」
研
究
の
方
法
的
土
台
と
な
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
（調）

さ
て
、
最
後
に
二
十
年
前
に
子
安
宣
邦
の
行
っ
た
宣
長
批
判
に
触
れ
て

お
こ
う
。
子
安
に
よ
れ
ば
、
宣
長
は
「
す
で
に
あ
る
正
し
い
音
声
言
語
」

あ
や

と
し
て
の
「
美
し
く
も
文
あ
る
『
口
調
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
」
を
復
元

（釦）

し
よ
う
と
す
る
「
幻
想
」
を
も
っ
て
い
た
人
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
分
析
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
宣
長
の
言
う
「
古
語
」
は
「
す

で
に
あ
る
正
し
い
音
声
言
語
」
な
ど
で
は
な
い
。
宣
長
は
、
実
証
的
文
献

学
の
手
続
き
に
よ
っ
て
帰
納
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
白
鳳
か
ら
奈
良
時
代
の

倭
語
の
体
系
を
「
古
語
」
と
し
て
設
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

安
万
侶
が
「
朴
」
な
る
「
上
古
」
の
「
言
」
と
「
意
」
を
書
き
表
す
た

め
に
『
古
事
記
』
特
有
の
文
体
を
構
築
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
宣
長
が
そ
の

「
古
事
記
』
の
文
体
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
目
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
こ
の
短
い
文
章
だ
け
で
も
あ
る
程
度
示
せ
た
は
ず
で
あ
る
。

注
（
１
）
本
論
は
、
古
代
文
学
会
二
○
一
三
年
度
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
六
月
八

日
、
共
立
女
子
大
学
）
で
行
っ
た
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
２
）
小
島
憲
之
、
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
」
上
、
一
九
六
八
年
、
塙
書
房
、

一
五
八
ペ
ー
ジ
。
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（
３
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
著
、
高
橋
允
昭
・
藤
本
一
勇
訳
、
『
哲
学
の
余
白
」

上
、
二
○
○
七
年
、
法
政
大
学
出
版
局
、
三
六
’
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
こ
の
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
は
、
書
く
行
為
を
も
書
か
れ
た
文
字

を
も
意
味
す
る
ｃ

（
５
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
前
掲
。

（
６
）
「
乙
種
」
に
は
「
ス
ペ
ー
ス
」
が
な
く
、
き
わ
め
て
読
み
難
い
字

面
と
な
っ
て
い
る
。

（
７
）
奥
村
悦
三
「
暮
し
の
こ
と
ば
、
手
紙
の
こ
と
ば
」
『
日
本
の
古
代

Ｍ
こ
と
ば
と
文
字
」
一
九
八
八
年
、
中
央
公
論
社
。

（
８
）
奥
村
同
前
、
三
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
小
谷
博
泰
一
上
代
文
学
と
木
簡
の
研
究
」
二
○
○
○
年
、
和
泉
書
院
。

（
岨
）
山
口
佳
紀
『
古
事
記
の
表
記
と
訓
読
」
一
九
九
五
年
、
有
精
堂
、

三
○
ペ
ー
ジ
。

（
ｕ
）
『
古
事
記
伝
』
「
一
之
巻
」
「
文
体
の
事
」
。
『
本
居
宣
長
全
集
第

九
巻
』
一
九
六
八
年
、
筑
摩
書
房
、
一
八
’
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
岨
）
小
谷
前
掲
書
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（Ｂ）同前。

（
必
）
拙
稿
「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
「
万
葉
集
」
」
「
ア
ナ
ホ
リ
ッ
シ
ュ

国
文
学
創
刊
一
号
」
二
○
一
二
年
、
響
文
社
、
三
九
ペ
ー
ジ
。
同

じ
く
拙
稿
「
集
蔵
体
と
し
て
の
『
万
葉
集
」
を
め
ぐ
っ
て
」
「
古
代

文
学
記
」
二
○
一
二
年
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
妬
）
沖
森
卓
也
、
佐
藤
信
「
上
代
木
簡
資
料
集
成
」
一
九
九
四
年
、
お

う
ふ
う
、
一
○
七
ペ
ー
ジ
。

（
略
）
『
続
紀
」
宣
命
の
引
用
は
岩
波
新
大
系
に
よ
る
。

（
Ⅳ
）
注
（
略
）
に
同
じ
。

（
肥
）
注
（
Ⅳ
）
に
同
じ
。

（
咀
）
『
古
事
記
」
本
文
の
引
用
は
岩
波
古
典
大
系
と
小
学
館
新
編
全
集

を
見
合
せ
た
。
訓
注
・
音
注
は
双
行
書
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
敢
え

て
一
行
書
き
に
示
し
た
。

（
別
）
こ
の
「
愛
」
に
上
声
の
声
注
の
付
さ
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
は

山
口
注
（
岨
）
書
は
、
「
エ
ヲ
ト
コ
」
「
エ
ヲ
ト
メ
」
の
「
エ
」
が
愛

す
べ
き
意
の
「
え
」
（
ア
行
）
で
あ
っ
て
「
善
」
の
意
味
の
「
え
」
（
ヤ

行
）
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。

（
皿
）
『
古
事
記
」
訓
読
は
新
編
全
集
に
よ
っ
た
。

（
塊
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
」
一
七
’
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
路
）
拙
稿
ヨ
万
葉
集
」
集
蔵
体
論
の
展
開
Ｉ
テ
キ
ス
ト
と
歴
史
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
「
万
葉
集
研
究
第
三
十
四
集
』
二
○
一
三
年
、

塙書房。

（
別
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
二
巻
』
一
九
六
八
年
、
筑
摩
書
房
、
七
八
ぺ
-

》ンＯ

（
妬
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
」
「
解
題
」
、
一
五
ペ
ー
ジ
な
ら
び
に

一
九
ペ
ー
ジ
等
参
照
。

（
恥
）
小
林
秀
雄
『
本
居
宣
長
』
一
九
七
七
年
、
筑
摩
書
房
、
三
六
○
ぺ
-

》ンＯ

（
〃
）
『
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
』
一
九
六
八
年
、
筑
摩
書
房
、
三
一
ぺ
-

《ンＯ

（
路
）
天
武
朝
と
元
明
朝
と
で
は
、
倭
語
を
書
記
す
る
技
術
に
は
格
段
の

差
が
あ
っ
た
。

（
羽
）
子
安
宣
邦
「
本
居
宣
長
」
一
九
九
二
年
、
岩
波
新
書
。

（
釦
）
子
安
前
掲
、
八
四
ペ
ー
ジ
。

-１８-


