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一　

平
仮
名
の
成
立
過
程
の
通
説

　

平
仮
名
の
起
こ
り
が
、
漢
字
の
形
を
書
き
崩
し
た
所
に
あ
る
と
い
ふ
こ

と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
常
識
的
な
事
柄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ど
の
漢
字

を
ど
う
崩
し
た
ら
そ
の
平
仮
名
の
形
に
な
る
の
か
、
と
い
ふ
過
程
に
ま
で

問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、
明
解
な
説
明
は
求
め
が
た
い
。

　

辞
典
類
を
参
照
す
る
と
、
平
仮
名
は
、
万
葉
仮
名
と
し
て
使
は
れ
た
漢

字
を
草
書
で

0

0

0

書
い
た
も
の
が
書
き
崩
さ
れ
て
出
来
た
と
い
つ
た
説
明
が
さ

れ
て
ゐ
る
。
平
成
三
十
年
刊
『
日
本
語
学
大
辞
典
』
の
「
平
仮
名
」
の
項

平
仮
名
の
字
源
と
草
書

中
山
陽
介

目
に
は
平
仮
名
の
成
立
に
つ
い
て
、
次
の
や
う
に
あ
る
（
矢
田
勉 

二
〇
一
八
）。

万
葉
仮
名
を
草
体
化
し
た
も
の
に
発
し
、
曲
線
的
な
視
覚
的
印
象
が

特
徴
で
あ
る
。
多
く
、
漢
字
の
正
統
的
な
草
書
の
範
囲
を
逸
脱
し
、

減
画
や
書
き
順
の
変
化
な
ど
を
蒙
っ
て
い
る
が
、正
統
的
な
草
書
や
、

狂
草
体
と
い
わ
れ
る
漢
字
の
極
端
な
草
書
に
見
ら
れ
る
も
の
と
形
状

に
違
い
の
な
い
も
の
（「
お
」
な
ど
）
も
あ
り
、
殊
に
現
行
字
体
と

は
異
な
る
変
体
仮
名
に
は
、
字
母
が
容
易
に
推
測
で
き
る
も
の
も
多

い
。

　
「
草
体
化
」
の
意
義
が
明
確
で
な
い
が
、
他
の
辞
典
類
で
も
平
仮
名
に
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つ
い
て
の
項
を
参
照
し
、
成
立
に
関
す
る
記
述
を
抜
き
出
す
と
、
次
の
や

う
な
説
明
が
さ
れ
て
ゐ
る
。

・『
日
本
語
学
研
究
事
典
』（
築
島
裕 

二
〇
〇
七
）

　

  

万
葉
仮
名
の
字
母
を
基
に
し
て
そ
れ
を
草
書
体
に
記
し
、
更
に
そ
れ

を
極
度
に
草
体
化
し
て
、
も
と
の
万
葉
仮
名
の
字
体
が
判
明
し
な
い

よ
う
な
形
と
な
っ
た
も
の
を
い
う
。

・『
国
史
大
辞
典
』（
小
林
芳
規 
一
九
九
〇
）

　

  

万
葉
仮
名
の
草
体
を
極
度
に
簡
略
化
し
て
作
ら
れ
た
、
体
系
的
存
在

と
し
て
の
仮
名
。

・『
書
の
総
合
事
典
』（
土
屋
昌
明 

二
〇
一
〇
）

　

  

万
葉
仮
名
も
初
め
楷
書
で
書
か
れ
て
い
た
（
括
弧
内
略
）。
次
い
で
行

書
・
草
書
で
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
九
世
紀
な
か
ご
ろ
ま

で
に
は
さ
ら
に
省
略
を
進
め
（
括
弧
内
略
）、
次
第
に
平
仮
名
の
形
に

定
着
し
て
い
っ
た
。

　

以
上
を
総
合
し
て
要
約
す
る
と
、
平
仮
名
の
成
立
は
、
①
万
葉
仮
名
を

草
書
に
し
、
②
そ
れ
を
更
に
書
き
崩
す
、
と
い
ふ
二
段
階
を
経
て
ゐ
る
と

捉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。こ
こ
で
は
両
方
を
区
別
し
て
、①
を「
草

書
化
」、
②
を
「
簡
略
化
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　

あ
る
平
仮
名
の
字
の
元
に
な
つ
た
の
が
ど
の
漢
字
で
あ
る
か
は
古
く
か

ら
論
じ
ら
れ
て
を
り
、
近
年
で
は
、
そ
の
元
の
漢
字
の
こ
と
を
「
字
母
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
字
母
と
な
る
漢
字
は
、
楷
書
の
形
で
示
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
し
か
し
、
右
の
辞
典
類
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
平
仮
名
は
楷

書
で
は
な
く
草
書
が
元
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

漢
字
の
草
書
は
、
楷
書
を
書
き
崩
し
た
も
の
で
は
な
く
、
篆
書
や
隷
書
の

時
代
の
文
字
が
速
書
き
さ
れ
て
生
ま
れ
た
書
体
で
あ
る（
後
述
）。従
つ
て
、

平
仮
名
の
成
立
過
程
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
字
母
と
し
て
示
さ

れ
た
楷
書
で
は
な
く
草
書
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な

る
。

　

し
か
し
、
万
葉
仮
名
が
草
書
で
書
か
れ
る
や
う
に
な
る
、
と
い
ふ
こ
と

が
実
際
に
ど
の
や
う
に
起
こ
つ
た
の
か
、
ま
た
、
草
書
か
ら
平
仮
名
へ
と

ど
の
や
う
な
変
化
を
た
ど
つ
た
か
と
い
つ
た
過
程
の
実
態
に
つ
い
て
の
詳

細
な
検
討
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

　

従
来
、
中
国
の
草
書
の
実
例
の
中
か
ら
平
仮
名
の
字
源
と
な
る
形
を
指

摘
し
た
研
究
は
幾
つ
か
見
ら
れ
る
が
（
全
長 

一
七
三
六
、
山
田
孝
雄 

一
九
三
七
、
関
口
研
二 

二
〇
一
四
、
佐
野
光
一 

二
〇
一
七
）、
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
、
万
葉
仮
名
と
平
仮
名
と
の
歴
史
的
な
つ
な
が
り
が
見
え

て
こ
な
い
。
そ
の
中
国
の
草
書
が
日
本
で
ど
の
や
う
に
受
容
さ
れ
、
万
葉

仮
名
に
使
は
れ
る
に
至
つ
た
か
の
過
程
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

万
葉
仮
名
を
草
書
化
し
た
の
が
崩
れ
て
平
仮
名
に
な
つ
た
、
と
い
ふ
理

解
は
、
殆
ど
通
説
の
や
う
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
未
だ
実
際
の
文
字
の
歴
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史
に
鑑
み
て
実
証
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

中
山
陽
介
（
二
〇
一
九
）
で
は
、
平
仮
名
の
成
立
過
程
の
概
観
を
示
す

中
で
、
奈
良
時
代
に
無
か
つ
た
草
書
が
仮
名
（
万
葉
仮
名
）
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
こ
と
が
、
平
仮
名
の
成
立
す
る
契
機
の
一
つ
と
な
つ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
ふ
仮
説
を
示
し
た
が
、
右
の
通
説
に
対
す
る
詳
し
い
検
証
に
は

及
ば
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
そ
の
通
説
を
再
検
討
し
て
、
実
際

に
平
仮
名
の
字
源
が
ど
の
や
う
な
来
歴
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
確
認

し
、
平
仮
名
の
成
立
過
程
に
お
け
る
草
書
の
位
置
付
け
を
考
へ
る
。
具
体

的
に
は
、
漢
字
の
草
書
が
ど
の
や
う
な
書
体
で
あ
る
か
、
草
書
が
い
つ
か

ら
日
本
に
使
は
れ
て
ゐ
る
か
、平
仮
名
の
字
源
は
草
書
に
限
ら
れ
る
の
か
、

と
い
ふ
事
柄
を
順
次
論
じ
て
い
く
。

二　

従
来
の
研
究

　

前
掲
の
辞
典
類
の
記
述
で
は
、
草
書
化
が
ど
う
起
こ
つ
た
か
に
つ
い
て

明
確
な
説
明
が
な
い
が
、
従
来
の
研
究
に
は
、
上
代
の
万
葉
仮
名
が
書
か

れ
て
ゐ
る
う
ち
に
段
々
と
書
き
崩
さ
れ
て
、
草
書
と
な
り
、
や
が
て
平
仮

名
に
至
つ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
小
松
茂
美
（
一
九
六
八
）

で
は
、平
仮
名
の
前
身
と
見
な
さ
れ
る「
草
」（
草
仮
名
）の
説
明
と
し
て
、

次
の
や
う
に
記
し
て
ゐ
る
。

真
が
な
（
男
手
）
が
筆
写
を
つ
づ
け
ら
れ
る
間
に
、
自
然
の
勢
い
で

書
き
く
ず
さ
れ
て
出
て
き
た
字
体
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
く
ず
さ

れ
単
純
化
さ
れ
て
、
元
の
字
さ
え
分
ら
な
い
ほ
ど
に
変
形
し
、
い
わ

ゆ
る
女
手
へ
と
移
行
す
る
。
が
、
同
時
に
一
方
で
は
、
そ
の
途
上
に

と
ど
ま
っ
て
、
一
つ
の
書
体
と
し
て
、
書
芸
の
世
界
に
多
様
な
色
彩

を
そ
え
た
。（
七
五
～
六
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
楷
書
・
行
書
の
万
葉
仮
名
（
真
が
な
、
男
手
）
が
自
然
と

書
き
崩
さ
れ
て
い
つ
て
、
草
仮
名
（
草
）、
そ
し
て
平
仮
名
（
女
手
）
へ

と
至
つ
た
と
い
ふ
、
楷
書
を
出
発
点
と
す
る
見
方
が
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

概
説
書
の
類
で
、
平
仮
名
の
成
り
立
ち
が
図
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
上

段
に
字
源
と
な
る
漢
字
の
楷
書
を
、
下
段
に
平
仮
名
を
置
き
、
そ
の
間
に

中
間
的
な
字
形
を
置
く
、
と
い
ふ
形
式
を
取
つ
て
、
形
の
崩
れ
た
過
程
を

示
し
た
も
の
が
多
い
が
（
森
岡
隆 

二
〇
〇
六 

な
ど
）、
か
う
し
た
見
方

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
平
仮
名
の
中
に
は
楷
書
の
形
が

崩
れ
て
出
来
た
と
は
考
へ
が
た
い
字
が
あ
る
。

　

た
と
へ
ば
、平
仮
名
の「
ふ
」「
ち
」の
字
源
を
考
へ
る
と
、楷
書
の「
不
」

の
筆
順
は
、「

」
と
、
下
部
が
左
か
ら
右
へ
の
順
で
、
平
仮
名

と
筆
順
が
一
致
し
な
い
が
、
草
書
で
は
「

」
と
書
き
、
平
仮
名
と
同
じ

く
下
部
は
中
か
ら
左
右
の
筆
順
で
あ
り
、
形
も
酷
似
す
る
。「
ち
」
は
楷

書
の
「
知
」
か
ら
は
崩
さ
れ
る
過
程
を
想
像
し
が
た
い
が
、
草
書
で
は
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「

」
と
書
き
、
全
体
の
輪
郭
が
既
に
平
仮
名
に
似
る
。
か
う
し
た
草
書

の
字
形
は
、
元
来
楷
書
と
は
別
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
楷
書
で
書

か
れ
た
万
葉
仮
名
を
書
き
崩
し
て
も
自
然
に
か
う
し
た
草
書
乃
至
平
仮
名

の
形
に
至
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
や
う
な
見
方
の
背
景
に
は
、
草
書
の
歴
史
に
つ
い
て
の
誤
解
が
あ

る
。
次
に
、
改
め
て
草
書
の
歴
史
を
た
ど
つ
て
、
草
書
が
ど
の
や
う
な
書

体
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
。

三　

草
書
の
特
徴
と
歴
史

　

今
日
で
は
草
書
と
い
ふ
語
は
、
単
に
、
文
字
を
速
書
き
し
て
形
を
極
端

に
崩
し
た
書
き
方
、
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
使
は
れ
る
場
合
も
多
い
。
し

か
し
、
歴
史
的
な
実
態
と
し
て
の
草
書
に
は
、
書
き
方
に
一
定
の
規
範
が

あ
り
、
字
形
に
も
決
ま
つ
た
形
と
い
ふ
の
が
存
在
す
る
。
以
下
、
近
年
の

学
説
を
参
考
し
つ
つ
、
草
書
の
成
立
史
の
概
略
を
示
す
。

　

そ
も
そ
も
漢
字
の
起
源
は
、
物
の
形
や
概
念
を
図
像
に
し
た
所
に
発
し

て
ゐ
る
。
篆
書
、
す
な
は
ち
甲
骨
文
、
金
文
を
含
む
秦
以
前
の
漢
字
は
、

何
を
書
き
表
し
て
ゐ
る
か
が
視
覚
的
に
推
測
で
き
る
や
う
な
象
形
性
を
ま

だ
だ
い
ぶ
保
つ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
後
期
の
紀
元
前
四
世
紀
頃

に
な
る
と
、
線
を
省
略
し
た
り
図
形
を
簡
略
に
し
た
、
記
号
的
な
書
き
方

が
盛
ん
に
な
り
、
隷
書
が
成
長
し
て
く
る
。
前
三
世
紀
に
天
下
を
統
一
し

た
秦
は
、
文
字
統
一
を
行
な
ひ
、
小
篆
（
篆
書
の
一
種
）
を
正
式
書
体
と

し
、
隷
書
を
行
政
の
実
務
な
ど
で
使
用
す
る
補
助
書
体
と
し
て
用
ゐ
た
。

こ
こ
で
い
ふ
隷
書
と
は
、
い
は
ゆ
る
古
隷
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
、

漢
代
の
碑
に
見
ら
れ
る
波は

磔た
く

を
特
徴
と
す
る
書
体
（
八は
つ

分ぷ
ん

、
漢
隷
）
も
隷

書
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
点
の
も
の
は
、
言
は
ば

そ
の
原
始
的
な
書
体
で
あ
る
。

　

漢
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
隷
書
を
発
達
さ
せ
て
、
前
漢
の
前
一
世

紀
頃
に
は
八
分
（
漢
隷
）
が
成
立
し
、
や
が
て
正
式
書
体
と
し
て
用
ゐ
ら

れ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
隷
書
（
古
隷
）
を
さ
ら
に
簡
略
に
し
た
補
助

書
体
と
し
て
草
書
が
成
立
し
、
広
く
用
ゐ
ら
れ
た
（
宮
本
・
大
西 

二
〇
〇
九
：
第
六
～
七
章
）。

　

こ
の
時
代
の
草
書
に
は
、
左
右
に
広
が
る
姿
勢
や
波
磔
が
あ
る
こ
と
な

ど
、
八
分
に
共
通
す
る
構
造
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、
後
世
、
こ
の
や
う
な
草

書
は
「
章
し
や
う

草さ
う

」
と
呼
ば
れ
、
後
の
「
今き
ん
さ
う草

」
と
区
別
さ
れ
る
。

　

現
代
的
な
草
書
「
今
草
」
は
、
後
漢
か
ら
東
晋
に
か
け
て
発
達
し
た
が
、

四
世
紀
、
東
晋
に
王
羲
之
が
登
場
し
て
以
降
、
そ
の
書
が
規
範
と
し
て
仰

が
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
特
に
唐
代
の
初
め
頃
に
王
羲
之
の
書
を
尊
重
す

る
風
潮
が
起
こ
つ
て
か
ら
は
、
後
世
ま
で
そ
の
草
書
が
典
型
と
し
て
揺
る

ぎ
な
い
地
位
を
得
た
。
唐
代
の
中
頃
に
な
る
と
、
張
旭
・
懐
素
ら
に
よ
つ
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て
草
書
の
表
現
に
甚
し
い
変
化
を
加
へ
た
「
狂
草
」
と
い
ふ
新
し
い
様
式

も
創
出
さ
れ
る
が
、
草
書
の
典
型
は
な
ほ
王
羲
之
を
主
流
と
し
て
現
代
ま

で
至
つ
て
ゐ
る
。

　

草
書
の
代
表
的
な
作
例
は
、
東
晋
・
王
羲
之
「
十
七
帖
」
等
の
消
息
、

隋
・
智
永
「
真
草
千
字
文
」、
唐
・
孫
過
庭
「
書
譜
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

以
下
、
本
稿
で
草
書
の
字
形
と
し
て
掲
示
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
書
跡
の

字
例
に
基
づ
く
。

　

一
方
の
行
書
や
楷
書
に
つ
い
て
み
る
と
、
行
書
は
後
漢
の
中
頃
、
二
世

紀
頃
に
現
れ
て
を
り
、
隷
書
・
草
書
と
八
分
と
の
中
間
の
や
う
な
役
割
の

書
体
と
し
て
発
生
し
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
（
宮
本
・
大
西 

二
〇
〇
九
：

第
七
章
、
大
橋
修
一 

二
〇
〇
八
）。

　

楷
書
は
、
三
国
時
代
の
三
世
紀
頃
に
発
生
し
、
南
北
朝
時
代
の
五
世
紀

頃
に
は
、
八
分
に
代
は
り
正
式
書
体
の
地
位
を
占
め
る
や
う
に
な
つ
た
と

さ
れ
る
。
楷
書
は
、
古
来
、
八
分
を
簡
略
化
し
て
成
立
し
た
書
体
の
や
う

に
考
へ
ら
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
行
書
を
整
斉
に
す
る
や
う
に
し
て
生
ま

れ
た
と
す
る
見
方
も
有
力
で
あ
る
（
伏
見
冲
敬 

一
九
六
〇
：
五
二
頁
、

宮
本
・
大
西 

二
〇
〇
九
：
第
七
章
）。
唐
代
の
初
め
に
楷
書
の
典
型
的
な

様
式
が
確
立
し
て
か
ら
は
、
以
来
そ
れ
が
模
範
と
さ
れ
、
今
日
ま
で
楷
書

が
正
式
な
書
体
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
つ
づ
け
て
ゐ
る
。

　

以
上
の
や
う
に
、
草
書
と
楷
書
と
は
そ
の
来
歴
を
異
に
す
る
か
ら
、
そ

れ
に
よ
つ
て
、
字
の
全
体
的
な
輪
郭
や
筆
順
に
お
い
て
、
書
き
方
の
顕
著

な
差
が
生
じ
て
ゐ
る（

（
（

。
か
う
し
た
違
ひ
は
、
篆
書
や
古
隷
の
書
き
方
が
わ

か
つ
て
初
め
て
説
明
で
き
る
も
の
が
多
い
た
め
、
草
書
の
形
の
成
り
立
ち

を
、
後
に
生
ま
れ
た
楷
書
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
無
理
が
生
じ
ざ
る

を
え
な
い（

2
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
平
仮
名
の
字
源
を
説
く
際
に
楷
書
を
起
点
と
す
る
こ

と
の
難
が
認
め
ら
れ
る
。
楷
書
の
形
を
い
く
ら
書
き
崩
し
て
も
草
書
の
形

は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
、
万
葉
仮
名
を
草
書
に
す
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
楷
書
の
万
葉
仮
名
の
形
を
書
き
崩
す
こ
と
で
は
な
く
、
楷
書
の
代
は

り
に
草
書
の
形
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
て
捉
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

図
一
に
、
楷
書
と
形
が
顕
著
に
異
な
る
草
書
に
由
来
す
る
平
仮
名
の
主

な
も
の
を
挙
げ
、
草
書
の
字
形
と
比
較
し
た
。
平
仮
名
は
「
粘
葉
本
和
漢

朗
詠
集
」「
高
野
切
古
今
和
歌
集
」
第
一
種
・
第
三
種
か
ら
、
草
書
は
王

羲
之
と
そ
の
系
統
を
引
く
智
永
・
孫
過
庭
か
ら
取
り
上
げ
る
。
但
し
「
於
」

「
世
」
は
伝
唐
太
宗
筆
「
屏
風
書
」、「
武
」
は
則
天
武
后
筆
「
昇
仙
太
子

碑
」
に
よ
る
（
図
版
の
引
用
元
は
本
稿
末
尾
の
「
図
版
出
典
」
を
参
照
）。

　

こ
れ
ら
の
平
仮
名
に
は
、
変
化
の
過
程
が
容
易
に
推
し
量
れ
る
も
の
が

多
い
。
中
に
は
草
書
と
字
形
に
大
差
の
無
い
も
の
も
あ
り
（
お
於 

せ
世 

ふ
不 

め
女 
ゐ
為
）、
そ
の
字
源
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
か
う
し
た
草
書
は
い
つ
頃
か
ら
仮
名
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
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図
一
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や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
草
書
が

日
本
で
使
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
時
期
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

四　

日
本
に
於
け
る
草
書
の
受
容

　

現
代
的
な
草
書
で
あ
る
今
草
が
、
王
羲
之
の
東
晋
時
代
、
即
ち
四
世
紀

に
は
出
来
て
ゐ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
で
も
、
文
字
の
使
用
が
始
ま
つ

た
当
初
か
ら
受
容
さ
れ
て
ゐ
て
も
よ
さ
さ
う
で
あ
る
。従
来
も
、草
書
は
、

漢
字
を
受
容
し
た
当
初
に
楷
書
や
行
書
な
ど
と
共
に
入
り
、
万
葉
仮
名
に

古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
と
す
る
推
測
が
あ
る
（
山
田
孝
雄 

一
九
三
七
：
二
二
七
頁
、
吉
澤
義
則 

一
九
四
三
ａ
）。

　

ま
た
、
奈
良
時
代
に
王
羲
之
の
書
が
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
、『
万
葉
集
』

や
正
倉
院
文
書
の
筆
跡
な
ど
か
ら
知
ら
れ
、
天
平
勝
宝
八
年
〈
七
五
六
〉

の
『
国
家
珍
宝
帳
』
の
中
に
は
「
搨
晋
右
将
軍
王
羲
之
草
書
」
十
巻
の
記

載
が
あ
る
。
か
う
し
た
こ
と
か
ら
は
、
草
書
が
早
く
か
ら
受
容
さ
れ
て
ゐ

た
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
近
年
、
草
書
の
受
容
時
期
の
検
討
が
進
ん
で
を
り
、
そ
れ
ら

の
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
に
は
、
草
書
は
少
し
ば
か
り
習
つ
た

人
が
ゐ
た
だ
け
で
、
十
分
に
習
熟
し
た
人
は
殆
ど
な
く
、
本
格
的
に
草
書

が
受
容
さ
れ
る
や
う
に
な
る
の
は
平
安
時
代
初
期
に
ま
で
降
る
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
る
。

　

内
藤
乾
吉
（
一
九
六
四
）
は
、
正
倉
院
文
書
の
筆
跡
に
つ
い
て
、「
天

平
の
写
経
生
た
ち
は
、
草
書
は
あ
ま
り
習
わ
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
ど
ん

な
早
書
き
の
場
合
で
も
、
勝
手
な
く
ず
し
方
を
し
た
字
を
書
い
て
い
て
、

本
格
的
な
草
書
を
書
い
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
」
と
述

べ
、
天
平
以
後
の
文
書
に
は
、
王
羲
之
や
智
永
の
本
格
的
な
草
書
を
習
つ

た
と
思
し
い
筆
跡
が
ご
く
わ
づ
か
に
見
え
て
く
る
が
、
熟
達
す
る
に
は
至

つ
て
を
ら
ず
、
し
ば
し
ば
誤
字
を
犯
し
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
草
書
の
使
用
例
が
そ
の
頃
か
ら
見
え
は
じ
め
る
の
は
、
天
平

十
五
年
〈
七
四
三
〉
に
写
疏
所
が
開
か
れ
て
写
疏
事
業
が
盛
ん
に
な
つ
た

た
め
で
、
草
書
で
書
か
れ
た
章
疏
を
読
ん
だ
り
写
す
必
要
性
か
ら
学
ば
れ

は
じ
め
た
も
の
と
考
察
し
て
ゐ
る
。

　

黒
田
洋
子
（
二
〇
一
七
）
も
、
正
倉
院
文
書
の
草
書
に
着
目
し
、
奈
良

時
代
の
実
務
官
人
の
間
で
は
、
字
の
偏
旁
を
部
分
的
に
草
書
の
形
に
し
て

簡
略
化
し
て
ゐ
た
り
、「
処 

件 

如
」
な
ど
楷
書
に
似
た
覚
え
や
す
い
草

書
の
形
が
い
く
つ
か
受
容
さ
れ
た
り
し
て
ゐ
る
反
面
、
楷
書
か
ら
乖
離
す

る
形
の
草
書
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
草
書
の
使
用
が
限

定
的
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

　

本
格
的
な
草
書
の
作
例
が
見
え
始
め
る
の
は
、
平
安
時
代
初
期
に
な
つ

て
か
ら
で
あ
る
。
加
藤
詩
乃
（
二
〇
一
八
）
は
、
奈
良
時
代
の
人
が
草
書
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を
十
分
に
学
習
し
き
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
状
況
を
説
い
た
上
で
、
空
海
が
草

書
を
習
得
し
た
過
程
を
検
討
し
、
特
に
入
唐
以
後
の
筆
「
金
剛
般
若
経
開

題
」
を
日
本
に
お
け
る
本
格
的
な
草
書
で
書
か
れ
た
初
期
の
貴
重
な
作
例

と
位
置
付
け
て
ゐ
る
。

　

平
安
時
代
初
期
は
、
い
は
ゆ
る
「
三
筆
」
す
な
は
ち
嵯
峨
天
皇
・
空
海
・

橘
逸
勢
の
登
場
に
象
徴
さ
れ
る
書
風
の
転
換
期
で
あ
る
。
経
典
や
詩
文
な

ど
と
共
に
持
ち
帰
ら
れ
た
新
来
の
書
跡
に
よ
つ
て
、
い
は
ゆ
る
晋
唐
風
、

即
ち
東
晋
の
王
羲
之
・
王
献
之
の
書
法
や
そ
れ
を
基
盤
に
し
た
唐
人
の
書

法
の
吸
収
が
進
ん
だ
。
こ
の
時
期
以
降
、
日
本
人
の
書
の
中
に
草
書
が
取

り
入
れ
ら
れ
、
ま
た
記
録
上
に
も
そ
の
草
書
が
讃
へ
ら
れ
た
人
が
多
く
見

ら
れ
る
や
う
に
な
る（
小
松
茂
美 

一
九
九
七
）。中
田
勇
次
郎（
一
九
八
五
）

は
、
入
唐
沙
門
た
ち
の
も
た
ら
し
た
唐
の
書
法
が
我
が
国
の
書
法
に
大
き

な
影
響
を
与
へ
、
そ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
唐
代
の
新
し
い
草
書
の
風
が

仮
名
の
発
達
の
源
流
に
な
つ
た
と
考
察
し
て
ゐ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
草
書
の
学
習
は
、
天
平
頃
に
は
始

ま
つ
て
ゐ
た
も
の
の
、当
時
は
ま
だ
自
在
に
読
み
書
き
で
き
る
者
は
無
く
、

平
安
時
代
初
期
に
な
つ
て
や
う
や
く
嵯
峨
天
皇
や
空
海
と
い
つ
た
草
書
に

熟
達
し
た
人
が
現
れ
、
普
及
し
て
い
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
奈
良
時
代
以
前
に
も
、
特
定
の
字
に
は
、
草
書
特
有
の
形
が

使
は
れ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
。
東
野
治
之
（
一
九
八
三
ａ
）
は
、
藤
原
宮

木
簡
（
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
初
頭
）
に
お
い
て
、
楷
書
や
行
書
の
中

に
混
じ
つ
て
「

此 

両 

奴
」
と
い
つ
た
字
が
孤
立
的
に
草
書
の
形

で
書
か
れ
て
ゐ
る
の
を
見
出
し
て
、
そ
れ
が
正
倉
院
に
残
る
新
羅
の
官
文

書
に
共
通
す
る
書
き
方
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
国
南
北
朝
時
代
の
書

に
源
を
発
す
る
朝
鮮
半
島
の
書
法
が
由
来
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
、
草
書
の
形
を
利
用
し
て
楷
書
・
行
書
に
組
み
込
ん
だ
、

一
種
の
略
字
の
や
う
な
個
別
的
な
用
法
が
朝
鮮
半
島
に
行
は
れ
て
ゐ
た
の

を
、
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
草
書
を
書
体
と
し
て
体
系

的
に
受
容
し
た
こ
と
は
意
味
し
な
い
。

　

七
世
紀
後
半
～
八
世
紀
後
半
の
木
簡
の
字
例
を
収
録
し
た
『
改
訂
新
版

日
本
古
代
木
簡
字
典
』（
奈
良
文
化
財
研
究
所 

二
〇
一
三
）
を
筆
者
が
調

べ
た
と
こ
ろ
、
約
一
千
二
百
七
十
種
中
、
草
書
独
特
の
書
き
方
と
見
ら
れ

る
例
が
挙
が
つ
て
ゐ
る
親
字
は
「
両 

也 

以 

処 

如 

寺 

明 

殿 

河 

為 

等
」

の
み
で
あ
つ
た
。
こ
の
字
書
の
凡
例
に
は
「
で
き
る
だ
け
多
様
な
字
形
を

選
択
す
る
よ
う
に
し
た
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
つ
て
上
代
の
木
簡
に

お
け
る
草
書
の
使
用
実
態
の
大
体
が
把
握
さ
れ
よ
う
。
ど
ん
な
に
書
き
崩

し
て
あ
つ
て
も
、
殆
ど
は
楷
書
・
行
書
を
書
き
崩
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

真
の
意
味
で
の
草
書
と
は
い
へ
な
い
。

　

な
ほ
、
井
上
幸
（
二
〇
一
九
）
は
、
上
代
日
本
の
漢
字
字
体
に
つ
い
て

「
元
々
草
書
体
の
筆
画
の
構
成
を
も
つ
も
の
が
、
見
た
目
は
楷
書
ら
し
く
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直
線
的
に
な
っ
た
り
、
全
体
的
に
方
形
に
な
っ
た
り
し
て
、
楷
書
化
し
た

も
の
が
あ
る
」
と
し
て
、「

若 

止 

所 

従 

足 

本
」
を
挙

げ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
を
草
書
の
楷
書
化
と
い
ふ
の
は
誤
解
で
あ
ら
う
。

そ
の
草
書
の
形
は
「

若 
止 

所 

従 

足 

本
」
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
楷
書
化
し
て
も
前
掲
の
形
に
は
な
ら
な
い
。
楷
書
の
方
は
い
づ
れ

も
隷
書
か
ら
変
遷
し
て
出
来
た
伝
統
的
な
楷
書
の
字
体
で
、
唐
代
頃
の
楷

書
で
も
一
般
的
な
形
で
あ
る
か
ら
、
草
書
の
受
容
を
論
じ
る
上
で
は
問
題

に
な
ら
な
い
。

　

平
安
時
代
初
期
の
草
書
の
作
例
と
し
て
、
嵯
峨
天
皇
や
空
海
の
筆
跡
が

認
め
ら
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
全
篇
草
書
で
書
か
れ
た
例
は
、

空
海
「
金
剛
般
若
経
開
題
」
や
伝
嵯
峨
天
皇
筆
「
哭
澄
上
人
詩
」
な
ど
が

あ
り
、
草
書
と
行
書
と
を
交
へ
て
書
か
れ
た
例
は
、
嵯
峨
天
皇
「
光
定
戒

牒
」
や
空
海
「
三
十
帖
策
子
」「
灌
頂
記
」「
風
信
帖
」
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
の
や
う
に
、
平
安
時
代
初
期
に
晋
唐
書
法
の
受
容
に
伴
つ
て
草
書
も

本
格
的
に
習
は
れ
る
や
う
に
な
り
、
や
が
て
普
及
し
た
結
果
、
仮
名
に
も

草
書
の
形
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
形

が
崩
れ
は
じ
め
、
平
仮
名
に
発
達
し
て
い
く
の
は
、
当
然
そ
れ
以
後
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
崩
れ
は
じ
め
た
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
に
足
る
資
料

は
現
存
し
な
い
。
た
だ
、
貞
観
九
年
〈
九
六
七
〉
の
「
讃
岐
国
司
解
端
書
」

に
は
草
書
の
形
に
基
づ
い
た
仮
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（
中
山
陽
介 

二
〇
二
〇
ａ
）、
そ
の
頃
ま
で
に
は
、
仮
名
に
草
書
が
取
り
入
れ
ら
れ
て

ゐ
た
こ
と
は
確
か
と
い
へ
る
。

　

ま
た
、
平
安
時
代
初
期
の
訓
点
資
料
の
中
に
も
草
書
の
形
を
利
用
し
た

仮
名
が
見
え
る
。
た
と
へ
ば
、
聖
護
蔵
経
巻
の
『
成
実
論
』
天
長
五
年
点

〈
八
二
八
〉
に
は
「
有う 

知ち 

為ゐ

」
に
草
書
の
字
形
が
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

小
林
芳
規
（
二
〇
一
三
）
は
、
平
仮
名
の
母
体
を
訓
点
の
仮
名
に
求
め
る

こ
と
に
否
定
的
な
意
見
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
、

漢
字
使
用
に
お
い
て
単
独
で
は
容
易
に
草
書
体
か
ら
ひ
ら
か
な
と
い

う
文
字
体
系
は
生
ま
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
訓
点
の
符
号
と

し
て
用
い
る
中
で
、
草
書
体
が
更
に
略
草
化
し
て
ひ
ら
か
な
の
字
体

を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
馴
染
ん
だ
者
が
、
私
的
な
消
息
や
備
忘
な
ど

に
使
い
出
す
こ
と
が
、
ひ
ら
か
な
成
立
の
契
機
で
あ
り
、
そ
う
し
て

成
立
し
た
ひ
ら
か
な
体
系
を
、
平
安
時
代
の
女
流
作
者
が
、
和
文
や

和
歌
に
盛
ん
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
片
仮
名
に
対
立
す
る
文

字
体
系
と
し
て
今
日
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
筋
も
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。

と
い
う
見
方
を
提
示
し
て
ゐ
る
。

　

し
か
し
、
平
仮
名
の
字
形
や
体
系
が
訓
点
の
中
で
生
ま
れ
た
と
す
る
に

は
、
そ
こ
か
ら
引
き
継
が
れ
て
ゐ
る
要
素
が
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
こ
と

に
疑
問
が
残
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
訓
点
に
使
用
さ
れ
た
草
書
は
、
種
類
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が
少
な
く
平
仮
名
全
体
に
対
し
て
部
分
的
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
そ
の

殆
ど
が
平
仮
名
の
字
源
に
含
ま
れ
る
も
の
で
、
平
仮
名
の
字
源
か
ら
外
れ

る
字
は
「
有
」
に
留
ま
る
こ
と
。
第
三
に
、
訓
点
の
中
で
主
体
と
な
る
省せ
い

画く
わ
くの
字
体
は
平
仮
名
に
流
入
し
て
ゐ
な
い
こ
と
、
と
い
つ
た
点
で
あ
る
。

平
仮
名
の
字
源
に
は
訓
点
に
使
は
れ
て
ゐ
な
い
草
書
も
多
い
か
ら
、
少
な

く
と
も
、
訓
点
に
見
ら
れ
る
二-

三
の
草
書
の
例
か
ら
敷
衍
し
て
、
平
仮

名
の
体
系
の
全
体
を
訓
点
か
ら
の
派
生
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

草
書
の
受
容
史
や
訓
点
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
し
く
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
づ
、
草
書
は
奈
良
時
代
以
前
は
通

用
せ
ず
、
平
安
時
代
初
期
以
来
普
及
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け

確
認
し
て
お
く
。

　

以
上
、
漢
字
の
草
書
が
ど
の
や
う
な
来
歴
を
持
つ
か
に
つ
い
て
、
草
書

の
成
立
か
ら
日
本
へ
の
受
容
ま
で
の
歴
史
を
確
認
し
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
仮
名
の
字
源
が
、
実
際
に
全
て
草
書
に
限
ら
れ
る
か
ど

う
か
は
、
ま
た
別
に
問
題
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

五　

平
仮
名
の
字
源
の
書
体

　

平
仮
名
が
万
葉
仮
名
の
草
書
か
ら
出
来
た
、
と
い
ふ
こ
と
が
一
般
化
し

て
言
へ
る
の
か
、
す
な
は
ち
、
平
仮
名
の
字
源
が
全
て
草
書
で
あ
る
か
を

検
討
す
る
。

　

夙
に
山
田
孝
雄
（
一
九
三
七
：
二
二
五
～
八
頁
）
は
、
平
仮
名
の
字
源

が
草
書
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
ふ
見
解
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
吉
澤
義
則

（
一
九
四
一
：
七
五
～
六
頁
、
一
九
四
三
ｂ
）
は
、
平
仮
名
は
楷
書
か
ら

は
生
ま
れ
得
ず
草
書
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
前
提
の
も
と
、

平
仮
名
の
中
に
「
と
止 

ほ
保
」
と
い
つ
た
、
王
羲
之
や
唐
代
の
草
書
の

形
（

 

）
か
ら
説
明
で
き
な
い
字
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
字

源
は
、「
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
」
に
見
ら
れ
る
や
う
な
、
日
本
で
独
自

に
生
ま
れ
た
草
書
の
形
に
あ
る
と
推
測
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
飯
島
春
敬
（
一
九
六
〇
：
一
一
七
頁
）
は
、
平
仮
名

の
全
て
が
草
書
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
と
し
、「
と
」
や
「
ほ
」
は
草

書
か
ら
で
は
な
く
、
楷
書
の
万
葉
仮
名
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
へ
た
。

　

ま
た
、
東
野
治
之
（
一
九
八
三
ｂ
）
は
、「
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
」

の
中
で
「
止 

奴 

ヘ 

保
」
と
い
っ
た
字
に
、
平
仮
名
に
近
似
し
た
形
が
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
、
日
本
独
自
の
草
書
で
は
な
く
、
朝
鮮
半

島
に
由
来
し
て
七
世
紀
以
前
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
た
古
い
書
法
で
あ

り
、
当
該
の
平
仮
名
は
そ
れ
に
淵
源
す
る
も
の
と
し
た（

3
（

。

　

先
に
、
奈
良
時
代
以
前
に
は
草
書
の
使
用
例
が
ご
く
限
定
的
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
が
、「
と 

ほ
」
な
ど
の
字
源
も
、
日
本
独
自
の
草
書
と
見

る
に
は
及
ば
ず
、
上
代
か
ら
見
ら
れ
る
楷
書
・
行
書
の
形
が
字
源
に
な
つ
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た
と
見
た
方
が
適
切
で
あ
ら
う
。

　

図
二
に
、
平
仮
名
の
中
で
、
草
書
か
ら
説
明
で
き
ず
む
し
ろ
楷
書
・
行

書
の
形
か
ら
説
明
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
た
。
右
行
に
平
仮
名
を
、
中
行
に

「
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
」
を
、
左
行
に
比
較
の
た
め
草
書
を
掲
げ
た
。

「
ツ
」（「
川
」
説
、「
州
」
省
文
説
あ
り
）
や
「
ヘ
」（「
部
」
の
右
側
に

よ
る
省
文
）
の
草
書
は
適
当
な
も
の
が
中
国
の
例
に
見
出
し
が
た
い
た
め

省
略
す
る
。

　

ま
た
、
他
に
、
上
代
の
楷
書
・
行
書
に
な
く
、
か
つ
晋
唐
の
正
統
な
草

書
に
も
な
い
形
が
字
源
と
な
つ
た
例
も
あ
る
。
図
三
に
示
し
た
「
き
幾 

ゑ
恵
」
が
さ
う
で
あ
る
。
上
段
に
平
仮
名
、
次
に
唐
代
の
楷
書
、
次
に
草

書
を
掲
げ
、
下
段
に
参
考
例
を
挙
げ
る
。

　
「
幾
」
の
草
書
は
三
段
目
の
如
く
で
、
仮
名
の
元
の
字
形
は
、
二
段
目

の
や
う
な
楷
書
や
行
書
に
淵
源
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
最
下
段

図
二

図
三
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に
示
し
た
、「
幺
」
を
点
に
し
た
形
が
平
安
時
代
初
期
の
行
書
、
伝
橘
逸

勢
筆
「
伊
都
内
親
王
願
文
」
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
や
う
な
形
が
直
接

の
字
源
に
当
た
る
で
あ
ら
う
。
大
型
の
字
典
を
参
照
す
る
に
（
伏
見
冲
敬 

一
九
七
四
、二
玄
社 

二
〇
〇
七
）、
中
国
の
書
に
は
見
ら
れ
な
い
形
の
や

う
で
あ
る
か
ら
、
或
い
は
日
本
独
自
の
形
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
恵
」
の
草
書
は
三
段
目
の
通
り
で
、「
忘 

思 

息 

想
」
な
ど
と
同
じ
く

「
心
」
を
横
画
に
作
る
字
で
あ
り
、
普
通
三
点
に
は
作
ら
な
い
。
平
仮
名

の
字
源
は
、「
心
」
を
三
点
に
作
る
「
志 

悪
」
な
ど
の
草
書
に
倣
つ
た
亜

種
と
い
へ
よ
う
。
字
典
か
ら
こ
の
時
期
ま
で
の
和
漢
の
例
を
探
し
て
も
、

こ
の
形
は
見
い
だ
せ
な
い
（
伏
見
冲
敬 
一
九
七
四
、
北
川
博
邦 

一
九
八
一
、
飯
島
太
千
雄 

一
九
八
三
、二
玄
社 
二
〇
〇
七
）。
最
下
段
に

示
し
た
『
成
実
論
』
天
長
五
年
点
の
ヱ
の
や
う
に
、
訓
点
で
は
早
く
か
ら

こ
の
や
う
な
形
が
使
は
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
（
大
矢
透 
一
九
二
二
）。

た
だ
、
平
仮
名
の
字
が
訓
点
の
仮
名
に
直
接
由
来
す
る
か
は
詳
ら
か
で
な

い
。
い
づ
れ
に
せ
よ
平
仮
名
の
字
源
に
は
、
多
種
多
様
な
も
の
が
包
括
さ

れ
て
ゐ
る
こ
と
が
こ
の
二
例
か
ら
も
看
取
さ
れ
る
。

　

以
上
は
、平
仮
名
の
字
源
に
ど
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
か
を
示
し
た
が
、

中
に
は
、
由
来
が
上
代
に
ま
で
遡
る
も
の
も
あ
つ
た
。
但
し
、
そ
れ
は
、

元
の
漢
字
字
形
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
平
仮
名

の
成
立
に
つ
な
が
る
簡
略
化
が
そ
の
当
時
既
に
始
ま
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
意

味
し
な
い
。
そ
の
字
源
と
な
る
字
形
に
簡
略
化
が
起
こ
つ
た
時
期
は
、
別

に
考
へ
る
必
要
が
あ
ら
う
。

　

中
山
陽
介
（
二
〇
一
六
、二
〇
二
〇
ａ
、
二
〇
二
〇
ｂ
）
で
は
、
貞
観

九
年
〈
八
六
七
〉
の
「
讃
岐
国
司
解
端
書
」
や
元
慶
元
年
〈
八
七
七
〉
の

「
東
寺
檜
扇
」、
ま
た
「
西
三
条
第
跡
出
土
仮
名
墨
書
土
器
」
と
い
つ
た
、

貞
観
・
元
慶
頃
の
資
料
の
仮
名
の
形
態
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
を
加
へ
、

特
に
後
二
者
を
既
に
平
仮
名
に
な
つ
て
ゐ
る
と
見
な
す
通
説
を
批
判
し
た

が
、実
際
に
は
三
者
は
い
づ
れ
も
簡
略
化
が
起
こ
る
初
期
の
形
態
を
示
し
、

共
通
す
る
段
階
に
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
貞
観
・
元
慶
頃
に
簡
略
化
の

初
期
段
階
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
実
際
に
簡
略
化
が
始
ま
つ
た
の

は
そ
れ
を
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
平
安
時
代
初
期
頃
に
当
た
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

仮
名
独
自
の
簡
略
化
が
、
平
安
時
代
初
期
に
初
め
て
起
こ
つ
た
と
考
へ

る
と
、
平
仮
名
の
字
源
に
様
々
な
種
類
の
字
形
が
混
淆
し
て
ゐ
る
こ
と
が

理
解
し
や
す
い
。
即
ち
、
当
時
の
書
は
、
上
代
の
書
を
基
盤
と
し
た
上
で

新
し
い
書
風
を
取
り
入
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
楷
書
で
も
行
書

で
も
草
書
で
も
、
ま
た
、
上
代
以
来
の
も
の
で
も
新
し
い
も
の
で
も
由
来

は
い
か
に
も
あ
れ
、
平
安
時
代
初
期
当
時
に
通
用
し
て
ゐ
た
字
形
が
仮
名

に
採
用
さ
れ
て
、
や
が
て
そ
れ
が
書
き
崩
さ
れ
た
結
果
、
平
仮
名
の
体
系

が
で
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
平
仮
名
の
字
源
が
草
書
だ
け
で
は
な
く
、
平
安
時
代
初
期
当
時
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に
通
用
し
て
ゐ
た
色
々
な
種
類
の
字
形
が
広
く
取
り
混
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
を
示
し
、
従
つ
て
、
平
仮
名
が
草
書
か
ら
出
来
た
と
す
る
従
来
の
説
明

が
正
確
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

六　

簡
略
化
の
発
生

　

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
や
う
に
な
る
。

　

・ 

草
書
は
楷
書
と
は
異
な
る
経
緯
で
成
立
し
、形
も
異
な
る
。従
つ
て
、

楷
書
の
万
葉
仮
名
が
書
か
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
形
が
崩
れ
て
段
々
と
平

仮
名
に
な
つ
た
と
す
る
説
明
は
、
当
た
ら
な
い
。

　

・ 

草
書
は
、
奈
良
時
代
以
前
は
殆
ど
通
用
し
て
ゐ
な
か
つ
た
。
仮
名
に

草
書
の
形
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
が
、
草
書
が

通
用
す
る
や
う
に
な
つ
た
平
安
時
代
初
期
に
絞
ら
れ
る
。

　

・ 

平
仮
名
の
字
源
は
草
書
に
限
ら
な
い
。
朝
鮮
半
島
の
書
法
に
基
づ
く

上
代
の
字
形
と
一
致
す
る
も
の
も
、
平
安
時
代
初
期
に
普
及
し
た
晋

唐
書
法
の
草
書
や
楷
書
・
行
書
に
一
致
す
る
も
の
も
混
在
し
、
総
じ

て
平
安
時
代
初
期
に
通
用
し
た
形
が
元
に
な
つ
て
ゐ
る
。

　

最
後
に
、
以
上
の
結
論
を
踏
ま
へ
て
、
平
仮
名
の
発
生
の
基
盤
を
書
体

の
観
点
か
ら
論
じ
る
。

　

国
内
に
お
い
て
漢
字
の
読
み
を
利
用
し
て
表
音
的
に
国
語（
固
有
名
詞
）

を
書
き
記
し
た
実
例
は
、
五
世
紀
頃
ま
で
遡
る
。
文
字
の
読
み
書
き
は
、

初
め
は
渡
来
人
の
所
業
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
や
が
て
日
本
人
で
習
得
す
る

者
も
増
え
て
い
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
字
形
の
全
体
を
書
き

崩
し
て
国
語
を
書
く
た
め
の
簡
略
な
文
字
に
す
る
と
い
ふ
試
み
は
、
九
世

紀
に
入
る
ま
で
無
か
つ
た
。
万
葉
仮
名
を
使
用
し
て
ゐ
る
う
ち
に
自
然
と

平
仮
名
が
生
ま
れ
た
と
す
る
見
方
で
は
、
こ
の
事
実
に
対
す
る
説
明
が
つ

か
な
い
。

　

そ
の
点
で
、
平
仮
名
の
字
源
に
草
書
の
形
が
含
ま
れ
、
か
つ
草
書
の
受

容
が
平
安
時
代
初
期
に
あ
る
こ
と
は
、
平
仮
名
の
成
立
の
き
つ
か
け
を
考

へ
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
思
は
れ
る
。
思
ふ
に
、
仮
名
に
草
書
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
こ
と
が
、
字
形
の
全
体
を
書
き
崩
す
と
い
ふ
簡
略
化
の
方
法
を

導
き
、
更
に
は
そ
れ
が
、
平
仮
名
の
文
字
と
し
て
の
社
会
性
を
支
へ
る
基

盤
と
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

片
仮
名
の
元
に
な
つ
た
、
訓
点
資
料
の
仮
名
は
、
漢
文
訓
読
の
私
的
な

覚
え
書
き
と
い
ふ
性
格
か
ら
、
そ
の
省
略
す
る
元
の
字
や
省
略
方
法
は
、

使
用
者
当
人
の
任
意
で
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
、
個
人
間
で
異
な
る
字
体
を

使
用
し
て
ゐ
て
、
資
料
ご
と
の
異
体
が
多
様
で
あ
る
。
し
か
も
平
安
時
代

初
期
に
は
省
画
だ
け
で
な
く
楷
書
・
行
書
の
万
葉
仮
名
や
草
書
の
形
を
そ

の
ま
ま
使
つ
た
も
の
も
あ
つ
た
。
訓
点
に
仮
名
が
使
用
さ
れ
た
例
は
奈
良

時
代
に
遡
る
と
い
ふ
が
、そ
の
字
体
が
社
会
的
に
統
一
さ
れ
て
く
る
の
は
、
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十
二
世
紀
の
院
政
期
ま
で
降
る
（
築
島
裕 

一
九
八
一
：
一
五
八
頁
、
小

林
芳
規 
一
九
九
八
：
八
〇
～
四
頁
）。

　

一
方
、平
仮
名
は
、九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
資
料
で
は
異
体
が
少
な
く
、

ど
の
資
料
も
概
ね
共
通
し
た
字
源
に
基
づ
い
た
字
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と

が
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
（
築
島
裕 

一
九
八
一
：
一
五
六
頁
・

二
五
五
～
七
頁
、
矢
田
勉 
二
〇
一
二
）。
九
世
紀
後
半
、
ま
だ
平
仮
名
が

出
来
上
が
つ
て
ゐ
な
い
時
期
の
資
料
を
見
て
も
、
そ
の
崩
し
方
は
、
一
種

の
法
則
性
が
あ
り
（
中
山
陽
介 
二
〇
一
六
）、
同
時
代
の
資
料
ど
う
し
で

概
ね
共
通
し
た
崩
し
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
。
か
う
し
た
こ
と
か
ら
す

る
と
、
平
仮
名
は
、
そ
の
発
生
の
早
い
段
階
か
ら
、
覚
え
書
き
な
ど
個
人

内
の
私
的
な
用
途
に
留
ま
ら
ず
、
社
会
的
な
通
用
を
前
提
と
し
て
成
長
し

て
き
た
文
字
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

従
来
、
平
仮
名
は
、
文
字
の
読
み
書
き
に
無
知
な
人
が
放
縦
に
書
き
崩

し
た
こ
と
で
生
ま
れ
た
と
す
る
見
方
も
あ
つ
た
が
（
春
日
政
治 

一
九
八
二
：
七
五
～
八
頁
、
吉
澤
義
則 

一
九
四
一
：
一
六
三
頁
）、
無
知

に
よ
る
個
人
個
人
の
勝
手
な
書
き
方
が
人
々
の
間
に
共
有
さ
れ
て
、
こ
の

や
う
な
社
会
性
を
帯
び
る
ま
で
に
至
つ
た
と
は
考
へ
が
た
い
。
も
し
平
仮

名
が
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
書
き
崩
す
と
い
ふ

一
見
放
縦
な
方
法
が
社
会
性
を
得
て
達
成
さ
れ
た
理
由
を
、
よ
く
考
へ
る

必
要
が
あ
る
。

　

長
谷
川
千
秋
（
二
〇
一
九
）
は
、
平
仮
名
の
成
立
要
件
の
一
つ
と
し
て

「
社
会
の
中
で
成
立
す
る
」
と
い
ふ
条
件
を
挙
げ
、
次
の
や
う
に
説
明
し

て
ゐ
る
。

書
き
手
、
読
み
手
の
間
に
、
書
か
れ
た
文
字
が
読
め
、
書
け
る
と
い

う
双
方
向
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。（
中
略
）
短
い
期
間
に
「
か

な
」
が
出
現
し
た
と
い
う
仮
説
に
従
え
ば
、
当
初
そ
の
く
ず
し
た
か

た
ち
は
、
書
き
手
と
読
み
手
が
共
有
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
も
、
例
え
ば
草
書
「
多
」
と
は
大
き
く
印
象
が
異
な
る
が
、

そ
れ
で
い
て
そ
の
字
母
が
「
多
」
で
あ
る
と
同
定
で
き
る
視
認
性
を

持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

平
仮
名
が
社
会
性
を
持
つ
た
理
由
を
考
へ
る
上
で
、
検
討
に
値
す
る
見

解
と
思
は
れ
る
。
思
ふ
に
、
仮
名
に
草
書
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
、

こ
の
や
う
に
、
社
会
性
を
保
証
す
る
視
認
性
を
保
ち
な
が
ら
字
形
を
簡
略

化
す
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

草
書
の
字
形
は
元
か
ら
簡
略
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
更
に
簡
略
化
を
施

し
て
も
、
元
の
形
か
ら
の
視
覚
的
な
差
異
が
少
な
く
て
済
む
。
実
際
、
平

仮
名
の
中
に
は
、「
お
於 

ふ
不 

め
女 

ゐ
為
」
な
ど
、
一
見
し
て
元
の
字

形
と
違
ひ
を
見
出
し
が
た
い
字
も
あ
り
、
変
化
が
部
分
的
に
過
ぎ
な
い
字

も
多
い
。

　

上
代
の
万
葉
仮
名
は
、
木
簡
な
ど
の
資
料
に
あ
つ
て
も
、
楷
書
・
行
書
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で
画
数
の
比
較
的
多
い
字
が
少
な
く
な
か
つ
た
。
も
し
も
そ
の
や
う
な
楷

書
・
行
書
の
繁
雑
な
字
形
を
、
国
語
を
速
く
多
く
書
け
る
ほ
ど
に
簡
略
化

し
て
し
ま
つ
て
は
、
元
の
字
が
同
定
で
き
る
視
認
性
を
失
つ
て
し
ま
ふ
で

あ
ら
う
。
一
方
で
、
視
認
性
を
保
つ
た
め
元
の
輪
郭
を
失
は
な
い
程
度
に

書
き
崩
し
た
と
し
て
も
、
画
数
が
大
幅
に
減
る
こ
と
は
な
く
、
国
語
の
筆

記
に
さ
し
た
る
利
便
性
を
も
た
ら
す
ほ
ど
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
つ

ま
り
、
楷
書
や
行
書
の
万
葉
仮
名
は
、
社
会
性
を
保
つ
た
ま
ま
簡
略
化
が

進
め
ら
れ
る
た
め
の
条
件
を
備
へ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

平
仮
名
の
中
に
は
、
楷
書
・
行
書
の
字
形
に
由
来
す
る
字
も
あ
る
が
、

そ
の
多
く
は
形
が
元
か
ら
簡
略
な
も
の
で
あ
る
。
草
書
を
取
り
入
れ
る
こ

と
で
繁
雑
な
字
形
が
淘
汰
さ
れ
、
楷
書
・
行
書
で
も
、
使
ひ
慣
れ
た
簡
略

な
字
形
は
、
上
代
か
ら
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
、

平
仮
名
の
簡
略
化
が
、
簡
略
・
連
続
・
省
略
と
い
つ
た
草
書
の
書
法
に
通

じ
る
方
法
に
よ
つ
て
実
現
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
中
山
陽
介
（
二
〇
一
六
）

で
論
じ
た
が
、
つ
ま
り
、
楷
書
・
行
書
由
来
の
字
で
あ
つ
て
も
草
書
の
書

法
が
基
盤
に
な
つ
て
簡
略
化
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　

漢
字
の
草
書
で
、
速
い
運
筆
で
書
か
れ
た
も
の
に
は
、
平
仮
名
と
酷
似

し
た
形
に
な
つ
た
例
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
書
い
て
ゐ
る
時
に

た
ま
た
ま
形
が
崩
れ
た
、
と
い
ふ
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
た
だ
の
崩
れ
た
草

0

0

0

0

書0

に
過
ぎ
ず
、
い
く
ら
似
て
ゐ
て
も
、
平
仮
名
の
形
の
成
立
と
は
言
へ
な

い
。
一
方
で
、
さ
う
し
た
草
書
の
崩
し
た
書
き
方
を
取
り
入
れ
て
平
仮
名

の
字
形
が
成
長
し
た
も
の
と
考
へ
る
と
、
元
の
字
形
の
輪
郭
を
保
つ
た
ま

ま
、
段
々
と
漢
字
の
規
範
的
な
書
き
方
か
ら
外
れ
た
形
を
発
達
さ
せ
て
い

く
過
程
が
理
解
し
や
す
い
。
形
を
崩
す
と
い
ふ
こ
と
を
草
書
に
学
び
、
そ

の
手
法
を
応
用
す
る
こ
と
で
、
元
の
漢
字
と
の
視
覚
的
な
つ
な
が
り
を
足

が
か
り
と
し
て
、
段
々
と
仮
名
独
自
の
簡
略
な
字
形
を
成
立
さ
せ
て
い
つ

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
平
仮
名
の
簡
略
化
に
は
、
片
仮
名
に
見
る
や
う
な
省
画
の
手
法

は
採
ら
れ
て
ゐ
な
い
（「
へ
」
の
や
う
な
例
は
既
に
省
画
さ
れ
た
も
の
を

字
源
と
す
る
）。
省
画
の
場
合
、
見
た
目
だ
け
で
は
そ
れ
が
何
の
字
の
ど

こ
を
抽
き
出
し
た
か
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
た
と
へ
ば
「
イ
」
と
あ
つ
た

場
合
、
そ
れ
が
「
伊い

」
の
仮
名
な
の
か
「
佐さ

」
な
の
か
「
保ほ

」
な
の
か
は
、

予
め
書
き
手
と
読
み
手
と
で
約
束
が
な
い
と
疎
通
し
が
た
い
。
そ
の
点
、

草
書
や
、
も
し
く
は
画
数
の
少
な
い
楷
書
・
行
書
の
字
の
全
体
を
書
き
崩

し
た
仮
名
で
あ
れ
ば
、
形
か
ら
元
の
字
が
推
し
量
り
や
す
い
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
他
者
に
対
す
る
伝
達
・
表
現
を
前
提
と
し
た
平
仮
名
と
、
さ
う

で
な
い
訓
点
の
仮
名
と
の
性
格
の
違
ひ
が
如
実
に
窺
は
れ
る
。

　

以
上
の
や
う
に
、
平
仮
名
の
字
源
に
草
書
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
こ

と
や
、
簡
略
化
に
草
書
の
書
法
が
利
用
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
平
仮
名
が

社
会
的
な
文
字
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
重
要
な
基
盤
に
な
つ
て
ゐ
る
と
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推
察
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、平
仮
名
の
字
形
の
特
徴
は
、従
来
、「
極
度
に
草
体
化
し
て
、

も
と
の
万
葉
仮
名
の
字
体
が
判
明
し
な
い
よ
う
な
形
と
な
っ
た
も
の
」（
前

掲
、
築
島
裕 
二
〇
〇
七
）
と
い
ふ
や
う
に
、
元
の
漢
字
の
字
形
か
ら
の

乖
離
と
い
ふ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
近
年
一
部
に
は
、

平
仮
名
の
成
立
の
契
機
を
、
万
葉
仮
名
に
残
存
す
る
表
意
性
を
払
拭
す
る

た
め
に
、
元
の
漢
字
を
連
想
さ
せ
な
い
独
自
の
字
形
の
獲
得
を
志
向
し
た

こ
と
に
あ
る
、
と
す
る
説
も
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
（
二
戸
麻
砂
彦 

二
〇
一
三
、
乾
善
彦 

二
〇
一
七
、
澤
崎
文 

二
〇
一
九
）。
し
か
し
、
以

上
の
や
う
に
、
具
さ
に
元
の
漢
字
と
比
較
す
る
と
、
む
し
ろ
漢
字
の
字
形

と
の
連
続
性
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

平
仮
名
の
字
形
の
成
立
過
程
を
た
ど
る
と
、簡
略
化
の
初
期
の
形
態
は
、

草
書
の
崩
れ
と
同
程
度
に
し
か
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
徐
々
に
変
化
す
る
こ
と

で
平
仮
名
の
形
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
完
成
し
た
段
階
の
平
仮

名
に
あ
つ
て
も
、
前
掲
の
如
く
元
の
漢
字
の
形
か
ら
の
視
覚
的
な
変
化
が

あ
ま
り
無
い
も
の
が
あ
る
。
表
意
性
の
払
拭
と
い
ふ
目
的
の
も
と
、
漢
字

の
形
態
か
ら
の
乖
離
が
目
指
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
途
半
端
に
漢
字

と
の
相
似
を
保
ち
な
が
ら
徐
々
に
変
化
す
る
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
積

極
的
に
大
き
な
視
覚
的
な
違
ひ
が
つ
け
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
ら
う
。
簡

略
化
に
際
し
て
、
そ
の
や
う
な
志
向
が
持
た
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
裏
づ
け
る

や
う
な
形
跡
は
、
実
際
の
変
化
の
過
程
の
上
に
は
見
出
し
が
た
い
。

　

字
形
以
外
に
も
連
綿
や
筆
画
な
ど
様
々
な
特
徴
が
総
合
的
に
変
化
を
遂

げ
た
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
は
、
平
仮
名
と
漢
字
と
の
視
覚
的
な
違
ひ
が

成
立
し
て
ゐ
る
と
言
へ
る
が
、
そ
の
発
達
の
過
程
に
お
け
る
漢
字
と
の
連

続
性
を
考
慮
し
た
場
合
、
初
め
か
ら
そ
の
結
果
を
志
向
し
て
簡
略
化
が
始

ま
つ
た
と
は
見
な
し
が
た
い
。
最
低
で
も
、
平
仮
名
が
元
の
字
形
か
ら
ど

れ
ほ
ど
乖
離
し
て
ゐ
る
か
の
実
態
を
検
討
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
論

は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
平
仮
名
成
立
の
き
つ
か
け
を
、
国
語
を
速
く

多
く
楽
に
書
け
る
や
う
に
簡
略
化
す
る
志
向
に
あ
つ
た
と
考
へ
る
。
漢
字

か
ら
あ
ま
り
変
化
し
て
ゐ
な
い
字
は
、
既
に
漢
字
の
形
が
簡
略
で
あ
つ
た

か
ら
、
そ
れ
以
上
崩
す
必
要
も
し
く
は
余
地
が
な
か
つ
た
と
考
へ
ら
れ
、

こ
の
や
う
な
見
方
を
す
れ
ば
、
平
仮
名
の
字
形
の
漢
字
と
の
連
続
と
乖
離

の
両
面
を
同
時
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

な
ほ
、
草
書
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
社
会
性
を
保
つ
た

ま
ま
簡
略
化
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
条
件
で
は
あ
つ
て
も
、
仮
名
が
簡
略

化
を
始
め
る
こ
と
の
直
接
の
原
因
と
ま
で
は
言
ひ
が
た
い
。
草
書
も
漢
字

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
元
来
の
漢
字
の
形
を
敢
へ
て
逸
脱
す
る
に
至
つ
た
動

機
が
何
だ
つ
た
の
か
と
い
ふ
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
つ
の
可
能
性
と

し
て
、
国
語
を
書
き
や
す
く
し
た
い
と
い
ふ
要
求
が
先
に
あ
つ
た
た
め
に
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草
書
が
仮
名
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
想
定
し
て
み
る
と
、
簡
略
化
の
動
機

は
予
め
そ
こ
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
と
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
そ

の
や
う
な
要
求
が
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
る
に
は
、
国
語
の
読
み
書
き
が
求

め
ら
れ
た
社
会
背
景
な
ど
の
考
察
を
要
す
る
の
で
、
そ
の
検
討
は
別
の
機

会
に
譲
り
た
い
。

　

以
上
、
本
稿
で
は
、
万
葉
仮
名
の
草
書
化
と
い
ふ
通
説
の
検
討
を
通
し

て
、
平
仮
名
の
字
源
が
ど
の
や
う
な
由
来
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
、

ま
た
、
そ
の
上
で
、
草
書
の
受
容
が
平
仮
名
の
成
立
に
お
い
て
担
つ
た
意

義
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
へ
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
平
仮
名
の
字
形
は
、
百
年
二
百
年
の
長
い
期
間
を
か
け
て

徐
々
に
成
長
し
て
き
た
と
考
へ
ら
れ
、『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
す
る
延

喜
時
代
を
平
仮
名
の
成
立
の
画
期
と
捉
へ
る
所
か
ら
、
そ
れ
を
数
十
年
ば

か
り
遡
る
貞
観
・
元
慶
の
頃
に
は
平
仮
名
が
ほ
ぼ
出
来
て
ゐ
た
と
見
る
向

き
が
強
か
つ
た
。
し
か
し
、
草
書
の
受
容
と
い
ふ
重
要
な
条
件
を
拾
ひ
上

げ
て
み
る
と
、
む
し
ろ
そ
の
簡
略
化
の
胎
動
は
平
安
時
代
に
な
つ
て
か
ら

と
見
る
べ
き
で
あ
り
、資
料
の
現
存
状
況
か
ら
見
た
場
合
、現
段
階
で
は
、

貞
観
時
代
を
そ
の
最
初
期
と
位
置
付
け
る
可
能
性
す
ら
残
さ
れ
て
ゐ
る
。

　

平
仮
名
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
に
は
、
新
資
料
の
発
見
に
頼
る
べ
き

所
も
大
き
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
従
来
の
平
仮
名
の
成
立
の
議
論
は
、
通

説
的
な
理
解
に
漠
然
と
依
拠
す
る
の
み
で
、
文
字
の
歴
史
に
つ
い
て
の
十

分
な
理
解
に
基
づ
い
て
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
つ
た
嫌
ひ
が
あ
る
。
今
後
、

幸
ひ
に
新
た
な
資
料
が
発
見
さ
れ
た
と
し
て
も
、
さ
う
し
た
文
字
の
歴
史

的
な
実
態
を
見
直
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
平
仮
名
の
成
立
の
歴

史
を
正
確
に
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

注（（
） 

時
代
や
書
体
に
よ
る
筆
順
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
佐
野
光
一
（
二
〇
〇
二
）
を
参

照
。

（
2
） 

唐
代
以
降
も
、
草
書
の
新
し
い
形
が
生
み
出
さ
れ
た
例
が
あ
る
（
北
川
博
邦 

二
〇
二
一
）。
佐
野
光
一
（
二
〇
一
七
）
に
、
一
部
、
平
仮
名
の
字
源
の
中
に
さ

う
し
た
新
し
い
草
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
の
指
摘
が
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
楷
書

と
は
異
な
る
筆
順
や
形
を
持
つ
こ
と
は
変
は
り
な
い
。

（
3
） 

な
ほ
、
吉
澤
義
則
（
一
九
四
七
：
一
一
三
～
六
頁
）
も
、「
正
倉
院
万
葉
仮
名
文
書
」

に
み
ら
れ
る
「
止
」
や
「
保
」
を
日
本
独
自
の
書
法
と
し
つ
つ
、
そ
れ
が
朝
鮮
の

書
法
に
淵
源
す
る
と
い
ふ
見
方
は
示
唆
し
て
ゐ
る
。
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