
近
世
後
期
上
方
語
と
名
古
屋
方
言
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
形
容
詞
「
ど
え
ら
い
」
を
中
心
に

っ
て増

　
井
　
典
　
夫

・
は
じ
め
に

　
方
言
区
画
論
に
よ
る
分
類
で
は
、
名
古
屋
方
言
や
岐
阜
方
言
は
東
日
本
方
言
と
位
置
付
け
ら
れ
、
近
畿
の
方
言
と
は
あ
る
程
度
隔
た
り
が
あ

る
、
と
さ
れ
る
。
確
か
に
ア
ク
セ
ン
ト
等
の
違
い
は
大
き
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
面
、
例
え
ば
語
彙
面
等
で
は
、
名
古
屋
の
言
葉
と
上
方

の
言
葉
は
か
な
り
近
い
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
明
治
時
代
以
降
、
共
通
語
に
お
い
て
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
え
ら
い
」
と
い
う
語
は
、
関
西
方
言
で
は
、
共
通
語
よ
り
も
広
い
用

法
が
見
ら
れ
、
ま
た
多
く
用
い
ら
れ
る
、
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
え
ら
い
」
に
強
調
の
接
頭
辞
「
ど
」

の
つ
い
た
形
で
あ
る
形
容
詞
「
ど
え
ら
い
」
は
、
特
に
大
阪
方
言
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
語
、
と
一
般
的
に
は
説
明
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
「
え
ら
い
」
と
「
ど
え
ら
い
」
は
名
古
屋
で
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
関
西
以
上
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
も
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
特
に
「
ど
え
ら
い
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
近
世
後
期
上
方
語
と
名
古
屋
方
言
で
見
な
が
ら
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
現
代
に
お
け

る
名
古
屋
方
言
に
も
思
い
を
広
げ
て
み
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
〔
注
1
〕
。
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近
世
後
期
語
に
み
る
「
ど
え
ら
い
」
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
「
え
ら
い
」
と
い
う
形
容
詞
だ
が
、
「
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
」
を
表
し
、
連
用
形
の
形
で
形
容
詞
・
形
容
動

詞
な
ど
を
修
飾
可
能
な
形
容
詞
類
の
中
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
後
期
に
お
い
て
は
「
ゑ
ら
い
」
の
他
「
き
つ
い
」

「
い
か
い
」
と
い
っ
た
語
が
一
般
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
「
ゑ
ら
い
」
「
き
つ
い
」
「
い
か
い
」
と
い
っ
た
語
の
、
寛
政
期
以
前
の
使
用
状
況
〔
注
2
〕
や
、
江
戸
酒
落
本
に
お
け
る
享
和
期

以
降
で
の
使
用
状
況
な
ど
を
中
心
に
拙
稿
で
は
検
討
し
て
き
た
〔
注
3
〕
。

　
「
ゑ
ら
い
」
「
き
つ
い
」
「
い
か
い
」
の
三
語
の
う
ち
で
は
江
戸
で
は
「
き
つ
い
」
が
多
用
さ
れ
、
「
ゑ
ら
い
」
の
使
用
は
少
な
い
の
に
対
し
、

上
方
で
は
「
ゑ
ら
い
」
が
最
も
多
く
使
用
さ
れ
る
。

　
名
古
屋
に
お
い
て
も
、
上
方
語
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
に
「
ゑ
ら
い
」
の
使
用
が
多
く
見
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
酒
落
本
の
例
で
あ
る
。

（
巻
数
、
頁
数
は
「
酒
落
本
大
成
』
に
よ
る
。
以
下
、
酒
落
本
作
品
に
お
い
て
断
り
を
入
れ
て
い
な
い
場
合
は
同
様
）
。
（
用
例
の
引
用
に
お
い

て
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
）
。

一44一

○○○
居
…
…
け
ふ
は
ゑ
ろ
う
さ
む
い
で
や
な
い
か
（
「
囲
多
好
髭
」
、
寛
政
1
2
（
1
8
0
0
）
年
、
1
8
巻
、
3
0
5
頁
）

お
か
る
で
う
で
や
ゑ
ら
ふ
つ
も
る
な
ん
し
（
「
女
楽
巻
」
、
寛
政
1
2
年
、
1
8
巻
、
3
3
8
頁
）

作
…
…
ど
ふ
で
や
ゑ
ら
ふ
に
ぎ
や
か
す
の
（
「
軽
世
界
四
十
八
手
」
、
寛
政
1
2
年
、
1
8
巻
、
3
5
2
頁
）



　
名
古
屋
に
お
け
る
話
し
言
葉
の
資
料
と
し
て
、
近
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
見
ら
れ
る
も
の
は
酒
落
本
で
あ
る
。
そ
の

洒
落
本
に
お
い
て
名
古
屋
方
言
ら
し
さ
の
出
た
口
語
資
料
と
し
て
扱
え
る
も
の
が
、
上
に
挙
げ
た
寛
政
1
2
年
頃
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
上
の

例
で
も
断
定
の
助
動
詞
「
で
や
」
の
使
用
な
ど
、
名
古
屋
ら
し
さ
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
「
ゑ
ら
い
」
の
使
用
は
、

こ
の
よ
う
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
ゑ
ら
い
」
の
使
用
は
「
囲
多
好
髭
」
で
計
6
例
、
「
女
楽
巻
」
で
6
例
、
「
軽
世
界
四
十

八
手
」
で
7
例
見
ら
れ
る
〔
注
4
〕
。

　
「
き
つ
い
」
の
使
用
が
多
い
江
戸
語
に
対
し
、
「
ゑ
ら
い
」
と
い
う
語
の
使
用
と
い
う
面
で
は
名
古
屋
方
言
は
、
江
戸
語
よ
り
も
上
方
語
の

特
徴
に
近
い
も
の
を
示
す
と
言
え
よ
う
。

　
上
方
酒
落
本
で
は
、
化
政
期
以
降
の
作
品
の
中
に
「
ど
ゑ
ら
い
」
「
ど
ぎ
つ
い
」
と
い
っ
た
、
形
容
詞
に
接
頭
辞
「
ど
」
の
つ
い
た
例
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
ど
ぎ
つ
い
」
の
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
京
都
の
洒
落
本
に
お
け
る
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
れ
　
　
　
ど
ぎ
っ
し
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ナ

　
　
○
昔
も
今
も
金
が
い
は
す
る
美
男
子
脚
元
見
ら
れ
て
ぐ
つ
と
罵
ら
れ
苛
ふ
心
に
あ
た
り
し
が
誹
名
さ
へ
負
惜
と
付
程
の
古
気
お
し
み
二
当

　
　
　
世
廓
中
掃
除
」
、
文
化
4
（
1
8
0
7
）
年
、
2
4
巻
、
3
1
9
頁
）

さ
て
、
こ
こ
で
は
特
に
、
近
世
に
お
け
る
「
ど
え
ら
い
」
と
い
う
語
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
考
え
る
。

前
田
勇
氏
の
「
上
方
語
源
辞
典
』
（
昭
4
0
、
東
京
堂
出
版
）
で
「
ど
え
ら
い
」
の
項
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

〔
語
源
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
そ
う

ド
は
、
意
味
を
強
め
る
た
め
に
冠
し
た
接
頭
語
。
皇
都
午
睡
三
「
大
坂
で
ど
え
ら
い
、
京
で
仰
山
、
江
戸
で
は
大
騒
」

い
を
ど
え
ら
い
L
（
上
は
京
、
下
は
大
阪
）
と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
に
は
専
ら
大
阪
で
用
い
た
が
、
今
は
京
阪
共
通
。

「
で
か
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こ
の
記
述
中
の
「
近
世
に
は
専
ら
大
阪
で
用
い
た
」
と
い
う
点
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
『
皇
都
午
睡
』
の
記
述
だ
け
見
る
と
「
そ
う

か
な
」
と
は
思
わ
せ
る
。
ま
た
、
「
新
撰
大
阪
詞
大
全
」
（
天
保
1
2
・
1
8
4
1
年
）
に
も
接
頭
辞
の
「
ど
」
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
ど
と
い
ふ
こ
と
ば
・
す
へ
て
の
襲
語
な
り
た
と
へ
は
き
ち
が
い
を
ど
き
ち
が
い
　
ぬ
す
人
を
ど
ぬ
す
ひ
と
　
こ
じ
き
を
ど
こ
し

　
　
き
　
ひ
つ
こ
ひ
と
い
ふ
を
　
ど
び
つ
こ
ひ
　
と
い
う
た
ぐ
ひ
い
く
ら
も
あ
る
へ
し
余
は
お
し
て
し
る
へ
し
（
「
国
語
学
大
系
　
方
言
二
』
）

　
「
〈
ど
え
ら
い
〉
も
〈
ド
が
つ
く
言
葉
の
一
つ
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
新
撰
大
阪
詞
大
全
〉
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
は
大
阪
に
特
徴
的

に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
判
断
も
有
っ
て
先
の
、
「
近
世
に
は
専
ら
大
阪
で
用
い
た
」
と
の
記
述
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
も
う
少
し
他
の
用
例
を
見
て
み
て
、
「
近
世
に
は
専
ら
大
阪
で
用
い
た
」
と
い
う
記
述
が
妥
当
な
も
の
か
ど
う
か
、
考
察
し
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

　
例
え
ば
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
文
化
4
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
第
六
編
の
上
の
部
分
、
「
伏

見
を
経
て
京
に
入
る
」
に
お
い
て
「
ど
ゑ
ら
い
」
が
二
例
ほ
ど
見
ら
れ
る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
a
い
ん
き
よ
「
イ
ヤ
も
ふ
お
た
が
ひ
に
、
ど
ゑ
ら
い
め
に
あ
ふ
た
こ
つ
ち
や
。
（
中
村
幸
彦
校
注
「
日
本
古
典
文
学
全
集
』
、
小
学
館
、
3

　
　
　
6
0
頁
）

　
　
b
大
坂
も
の
・
つ
れ
…
…
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
こ
ち
や
ど
ゑ
ら
い
め
に
あ
ふ
た
わ
い
の
。
（
同
、
3
6
7
頁
）
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b
で
の
「
ど
え
ら
い
」
の
使
用
は
大
阪
者
で
あ
る
が
、
a
の
「
い
ん
き
ょ
」
は
大
阪
に
向
か
お
う
と
す
る
京
都
者
で
あ
る
。
「
ど
え
ら
い
」

は
「
大
阪
者
の
み
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
一
九
は
漠
然
と
、
「
ど
え
ら
い
」
は
上
方
者
が
使
う
言
葉
と
だ
け
考
え
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
〔
注
5
〕
。

　
別
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
次
に
挙
げ
る
の
は
上
方
酒
落
本
に
見
ら
れ
る
「
ど
ゑ
ら
い
」
の
用
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ゑ
ら
　
　
　
　
　
て
っ
ぽ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
そ

　
　
①
白
髪
三
千
丈
と
は
強
苛
ひ
李
白
が
寓
詞
よ
ふ
思
て
も
見
た
が
よ
い
何
程
な
が
い
し
ら
が
じ
や
と
て
三
千
丈
と
は
凡
の
長
さ
が
八
十
町

　
　
　
（
「
当
世
廓
中
掃
除
」
、
2
4
巻
、
3
1
6
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぬ
ぼ
れ

　
　
②
お
れ
も
よ
つ
ほ
ど
見
性
し
た
で
あ
ら
ふ
が
な
と
は
ど
え
ら
ひ
自
屓
久
し
い
も
の
じ
や
が
南
桐
の
一
夢
（
同
、
3
3
2
頁
）

③
画
…
・
た
つ
た
今
ど
ゑ
・
ひ
・
と
を
見
ま
≒

　
8
頁
）

一
か
う
気
色
が
悪
ひ
二
老
楼
志
」
、
天
保
3
（
1
8
3
2
）
年
、
2
8
巻
、

④
田
…
慶
の
璽
が
．
ど
ゑ
・
ひ
仕
業
の
真
最
中
三
り
元
（
同
3
4
8
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
　
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
シ
た
て

⑤
意
地
わ
る
の
わ
る
さ
好
が
襖
隣
の
閨
中
の
客
其
耳
元
で
太
鞍
を
ど
ゑ
ろ
う
叩
立
相
客
む
か
つ
き
の
余
り
終
に
喧
嘩
と

　
天
保
1
1
年
、
2
9
巻
、
1
9
3
頁
）

へ
δ
4

（「

q
野
穴
」
、
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「
ど
ゑ
ら
い
」
の
用
例
は
、
上
方
酒
落
本
で
見
ら
れ
た
の
は
上
の
5
例
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
上
方
洒
落
本
で
「
ど
ゑ
ら
い
」
の
用
例
が
見
ら

れ
る
早
い
例
は
、
先
の
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
六
編
が
刊
行
さ
れ
た
、
同
じ
文
化
4
年
の
作
品
で
あ
る
「
当
世
廓
中
掃
除
」
の
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
う
ち
、
用
例
⑤
が
見
ら
れ
る
「
客
野
穴
」
は
大
阪
の
作
品
で
あ
る
が
、
用
例
①
～
②
が
見
ら
れ
る
「
当
世
廓
中
掃
除
」
、
③
～
④
が
見

ら
れ
る
「
老
楼
志
」
の
二
作
は
共
に
京
都
の
作
品
で
あ
り
、
実
際
に
京
都
で
も
「
ど
え
ら
い
」
は
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
ま
た
、
「
ど
え
ら
い
」
が
京
阪
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
訳
で
も
な
い
。

　
近
世
後
期
の
名
古
屋
に
お
い
て
も
「
ど
え
ら
い
」
は
、
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
名
古
屋
板
の
酒
落
本

で
の
用
例
を
、
次
に
挙
げ
る
。

⑥
園
－
－
墾
文
・
が
・
畳
・
す
・
間
・
・
板
・
あ
・
だ
t
・
・
て
ゆ
・
が
・
・
れ
す
也
・
け
…
ヤ
ど
ゑ
・
い
め
に
あ
は
・
や

　
ア
が
つ
た
い
ま
し
い
（
「
南
駅
夜
光
珠
」
、
文
化
4
年
、
2
4
巻
、
2
8
9
頁
）

⑦
囚
…
何
・
竜
公
ど
ゑ
ら
い
め
に
あ
ふ
た
酒
の
外
二
拾
匁
油
五
勺
か
五
匁
（
．
三
狂
人
・
、
文
政
；
（
；
3
・
）
年
2
8
拳

　
1
8
3
頁
）

　
な
お
、
⑥
の
用
例
の
話
者
「
喜
三
」

徴
が
う
か
が
え
る
人
物
で
あ
る
。

は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
文
の
言
い
切
り
に
「
で
や
」
を
使
う
な
ど
、
名
古
屋
者
ら
し
い
話
ぶ
り
の
特

○
そ
こ
に
な
に
し
て
い
や
る
は
ど
ふ
で
や
（
2
4
巻
、
2
8
7
頁
）

一48一



○
よ
ひ
ど
こ
ア
な
い
九
ツ
す
ぎ
で
や
（
同
、
2
8
7
頁
）

○
お
ま
へ
は
よ
つ
ほ
と
学
者
で
や
（
同
、
2
8
8
頁
）

　
⑦
の
話
者
「
八
郎
平
」
も
、
次
の
よ
う
に
名
古
屋
者
ら
し
い
話
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
人
物
で
あ
る
が
、

も
あ
り
、
多
少
江
戸
語
的
な
面
も
う
か
が
え
る
話
ぶ
り
で
あ
る
。

○
お
め
い
子
供
の
と
き
は
角
蔵
と
い
ふ
た
で
。
な
る
駒
や
た
ね
き
の
つ
よ
い
馬
だ
ね
（
2
8
巻
、

○
大
須
か
清
寿
院
が
い
・
。
け
ふ
大
須
へ
参
詣
し
た
ら
（
同
、
1
7
9
頁
）

○
羽
織
か
み
じ
か
く
な
つ
た
其
替
り
二
日
が
少
し
長
ふ
な
つ
た
い
せ
丁
最
早
大
津
丁
た
ね
（
同
、

「
江
戸
好
き
の
男
」
と
い
う
設
定
で

1
7
9
頁
）

1
8
0
頁
）

　
「
ど
ゑ
ら
い
」
が
見
ら
れ
る
京
都
の
酒
落
本
「
当
世
廓
中
掃
除
」
は
文
化
4
年
（
1
8
0
7
年
）
の
作
品
だ
が
、
同
じ
く
「
ど
ゑ
ら
い
」
が

見
ら
れ
る
名
古
屋
の
酒
落
本
「
南
駅
夜
光
珠
」
も
同
じ
文
化
4
年
の
作
品
で
あ
り
、
「
ど
ゑ
ら
い
」
は
上
方
と
名
古
屋
で
同
じ
頃
か
ら
使
用
が

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
「
近
世
上
方
語
辞
典
』
（
昭
3
9
、
東
京
堂
出
版
）
に
は
用
例
と
し
て
「
け
い
せ
い
忍
術
池
」
と
い
う
作
品
（
歌
舞
伎
台
帳
）
の
も
の

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
も
同
じ
例
を
初
出
例
と
し
て
出
し
て
い
る
）
。

○
茶
臼
山
の
紅
葉
狩
か
、
浮
む
瀬
よ
り
は
ど
え
ら
い
く

な
お
、
こ
の
「
け
い
せ
い
忍
術
池
」
は
活
字
本
と
し
て
は
「
日
本
戯
曲
全
集
（
第
5
巻
、
並
木
五
瓶
時
代
狂
言
集
）
」
（
昭
5
、
春
陽
堂
刊
）
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で
の
み
出
て
い
る
。
前
記
箇
所
で
は
「
ど
え
ら
い
く
」
の
部
分
が
「
ど
え
ら
い
ど
え
ら
い
」
（
同
書
1
7
1
頁
）
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
同

じ
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
、
写
本
（
国
会
図
書
館
本
）
で
は
同
箇
所
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
表
記
に
微
妙
な
違
い
が
あ
る
。

○
茶
臼
山
の
紅
葉
狩
か
う
か
む
せ
よ
り
ハ
と
ゑ
ら
ひ
く

　
さ
て
、
こ
の
「
け
い
せ
い
忍
術
池
」
は
「
近
世
上
方
語
辞
典
』
で
は
天
明
六
年
（
1
7
8
6
年
）
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
確
か
な
ら

ば
「
ど
え
ら
い
」
の
最
も
早
い
例
が
天
明
六
年
の
大
阪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
写
本
（
国
会
図
書
館
本
）
に
は
奥
書
等
は
何
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
歌
舞
伎
台
帳
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
普
通
な
の
か
も
し
れ
ず
、
私
が
み
た
と
こ
ろ
刊
年
な
ど
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ
へ

な
か
っ
た
。
な
お
、
『
国
書
総
目
録
』
を
見
る
と
、
写
本
の
う
ち
．
松
竹
大
谷
図
書
館
本
L
の
み
、
書
写
年
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
カ

わ
か
る
。
実
際
に
「
松
竹
大
谷
図
書
館
本
」
を
調
べ
た
所
、
．
文
政
二
卯
三
」
と
奥
書
が
あ
る
も
の
で
、
．
文
政
2
年
4
月
道
頓
堀
角
の
芝
居
上

演
」
時
の
も
の
で
あ
っ
た
。
書
写
年
の
わ
か
る
写
本
は
、
初
演
時
よ
り
3
3
年
後
の
も
の
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
ど
え
ら
い
L
の
当
該

例
は
こ
の
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
）
。

　
確
か
に
、
こ
の
「
け
い
せ
い
忍
術
池
」
と
い
う
作
品
の
初
演
は
、
天
明
⊥
ハ
年
で
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
ど
ゑ
ら
い
」
の
見
ら
れ
る

台
帳
が
天
明
⊥
ハ
年
の
初
演
時
の
も
の
で
あ
る
と
断
定
出
来
る
根
拠
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ど
え
ら
い
」
の
初
出
例
と
し
て
こ
の
例
を
扱

う
に
は
問
題
が
残
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
・
他
の
辞
典
類
の
記
述
と
し
て
、
例
え
ば
「
大
阪
こ
と
ば
事
典
』
（
牧
村
史
陽
編
、
昭
5
4
年
）
で
「
ど
え
ら
い
」
の
項
を
見
る
と
、

こ
れ
は
浄
瑠
璃
台
本
で
あ
る
「
源
平
布
引
滝
」
の
例
を
用
例
と
し
て
挙
げ
、
寛
延
年
間
の
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て

い
る
例
は
「
江
戸
時
代
の
末
期
、
増
補
書
替
え
ら
れ
た
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
5
2
』
巻
の
解
説
〈
1
0
頁
〉
に
よ
る
）
「
松
波
琵
琶
の
段
」
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の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
舞
伎
台
帳
等
か
ら
の
用
例
を
見
る
時
に
は
慎
重
な
態
度
が
必
要
で
あ
る
。

　
歌
舞
伎
台
本
の
資
料
性
等
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
扱
い
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
右
に
述
べ
て
き
た
「
け
い
せ
い
忍
術
池
」
の
例
が
天
明
六
年
の
も
の
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
「
ど
え
ら
い
」
の
使
用
は
大
阪
が
早

か
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

　
し
か
し
、
先
の
①
～
④
の
京
都
の
洒
落
本
に
お
け
る
例
、
そ
れ
に
⑥
～
⑦
の
名
古
屋
の
酒
落
本
の
例
を
見
る
と
、
前
田
氏
の
「
近
世
に
は
専

ら
大
阪
で
用
い
た
」
と
い
う
記
述
は
少
し
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ど
え
ら
い
」
は
現
代
だ
け
で
な
く
近
世
に
お
い
て
も
、
大
阪
だ

け
で
は
な
く
京
都
で
も
、
さ
ら
に
は
上
方
だ
け
で
な
く
名
古
屋
で
で
も
使
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
・
「
ど
」
の
方
言
分
布
に
つ
い
て

　
「
ど
」
と
い
う
接
頭
辞
は
、
「
ど
真
ん
中
」
「
ど
ぎ
つ
い
」
と
い
っ
た
、
全
国
共
通
語
の
使
い
方
と
見
て
い
い
か
と
思
わ
れ
る
用
法
の
他
に
も

現
代
で
は
、
関
西
だ
け
で
な
く
名
古
屋
で
も
、
例
え
ば
「
ど
た
わ
け
」
「
ど
素
人
」
と
い
っ
た
、
「
の
の
し
る
気
持
ち
を
込
め
た
」
よ
う
な
言
葉

の
使
い
方
な
ど
、
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
名
古
屋
洒
落
本
で
見
て
も
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

○
圓
凶
…
…
く
つ
と
ゑ
い
男
の
つ
も
り
で
こ
ん
な
事
を
せ
る
は
な
ん
し
ど
ず
か
ん
料
理
是
く
其
ど
ず
か
ん
と
い
ふ
は
唐
崎
や
一
松
さ

　
の
事
で
あ
ろ
ふ
が
や
二
駅
客
娼
せ
ん
」
、
文
化
2
年
、
2
3
巻
、
2
1
5
頁
）

こ
こ
で
の
「
ど
ず
か
ん
」
は
「
好
か
ん
」
に
「
ど
」
が
つ
い
た
も
の
で
、
「
大
き
ら
い
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
ど
」
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の
つ
い
た
例
が
近
世
後
期
の
名
古
屋
に
お
い
て
見
ら
れ
、
上
方
だ
け
で
な
く
名
古
屋
で
で
も
一
般
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
様
子

が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
芥
子
川
律
治
氏
は
、
．
江
戸
時
代
の
名
古
屋
方
言
語
い
研
究
L
（
「
名
古
屋
方
言
の
研
究
」
所
収
、
昭
4

6
、
泰
文
堂
）
の
中
で
、

　
　
名
詞
・
形
容
詞
に
接
尾
語
「
ど
」
を
つ
け
て
、
相
手
を
罵
る
こ
と
が
こ
の
時
代
か
ら
特
に
著
し
く
な
る
。
「
ど
た
わ
け
」
「
ど
め
く
ら
」
等
。

　
　
（
同
書
、
4
9
1
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
（
「
接
尾
」
は
「
接
頭
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
。

　
現
代
に
お
い
て
は
、
共
通
語
的
用
法
だ
け
で
な
く
方
言
と
し
て
見
て
も
、
山
口
幸
洋
氏
が
、

　
　
ド
～
の
方
言
と
し
て
の
分
布
は
、
上
方
を
中
心
に
東
は
東
北
岩
手
、
西
は
九
州
熊
本
ま
で
か
な
り
広
い
．
中
央
連
続
型
」
で
あ
る
。
（
「
東

　
　
海
の
方
言
散
策
』
2
6
9
頁
、
中
日
新
聞
本
社
、
1
9
9
2
年
）

と
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
ど
」
は
日
本
全
国
で
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
日
本
方
言
大
辞
典
」
（
小
学
館
、
1
9
8
9
年
）
を
見
る

と
、
例
え
ば
、

　
　
○
岩
手
県
気
仙
郡
「
ど
ぐ
う
し
（
毒
々
し
く
黒
い
）

　
　
○
福
岡
市
「
ど
び
く
い
（
低
い
）
」

一52一



と
い
っ
た
よ
う
な
例
で
日
本
各
地
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
現
代
で
は
「
ど
真
ん
中
」
と
い
っ
た
共
通
語
的
用
法
だ
け
で
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
の
強
調
の
よ
う
な
用
法
で
で
も
「
ど
」
は
、
関
西
だ

け
の
も
の
で
は
な
く
全
国
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
近
世
後
期
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
ど
」
の
用
法
を
含
め

て
「
ど
」
は
上
方
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。

四
・
「
ど
」
の
意
味
内
容
と
名
古
屋
の
「
デ
ラ
」

　
さ
て
、
こ
の
「
ど
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
近
世
後
期
の
名
古
屋
方
言
の
例
を
見
て
も
、
「
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
の

強
調
語
」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
面
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
現
代
で
の
各
地
の
方
言
で
も
同
様
の
意
味
・
用
法
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
傾
向
が
強

い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
近
世
前
期
で
の
「
ど
」
の
使
わ
れ
方
な
ど
を
見
る
と
、
元
々
は
「
ど
」
の
強
調
は
中
立
的
で
、
必
ず
し
も
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
の
強

調
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
の
指
摘
が
道
行
朋
臣
氏
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
〔
注
6
〕
。
氏
の
指
摘
通
り
、
「
ど
」
に
よ
る
強
調
は
、
元
々
は
中
立

的
な
も
の
で
、
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
合
い
の
強
調
の
方
向
に
用
法
が
片
寄
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で

あ
る
。

　
「
ど
え
ら
い
」
か
ら
「
ど
」
を
取
っ
た
「
え
ら
い
」
自
体
、
元
々
そ
の
意
味
用
法
は
、
程
度
の
強
調
で
中
立
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
そ

れ
が
共
通
語
と
し
て
は
プ
ラ
ス
の
「
大
し
た
、
優
れ
た
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
特
定
化
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一

方
、
関
西
や
名
古
屋
で
は
プ
ラ
ス
方
向
の
共
通
語
的
用
法
の
ほ
か
、
マ
イ
ナ
ス
の
「
苦
し
い
、
つ
ら
い
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
も
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
〔
注
7
〕
。
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さ
て
、
「
ど
え
ら
い
」
と
い
う
語
も
よ
く
名
古
屋
で
以
前
か
ら
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
ほ
か
に
強

調
の
程
度
修
飾
の
用
法
と
し
て
「
デ
ラ
」
と
い
う
よ
う
な
形
で
使
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
と
て
も
お
い
し
い
」
と
い
う
意
味
で
「
デ
ラ
う
め
あ
」

と
い
う
よ
う
に
使
う
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
ど
え
ら
い
」
の
変
化
し
た
形
と
言
わ
れ
て
い
る
。
正
確
に
は
「
ど
え
ら
い
」
の
語
幹
部
分
「
ド
エ

ラ
」
の
変
化
し
た
形
が
「
デ
ラ
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
現
代
の
「
ど
」
は
マ
イ
ナ
ス
方
向
の
意
味
合
い
の
強
調
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
前
記
の
名
古
屋
の
「
デ
ラ
」
は
、
「
デ
ラ
ウ

メ
ァ
」
の
よ
う
に
、
強
調
の
意
味
で
プ
ラ
ス
方
向
の
意
味
合
い
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
法
は
中
立
的
だ
と
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
中
立
的
と
い
う
こ
と
は
、
「
ど
」
の
本
来
的
な
用
法
に
近
い
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
近
世
の
「
ど
」
と
現
代
名

古
屋
の
「
デ
ラ
」
と
で
は
年
代
が
離
れ
て
お
り
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
結
び
付
け
る
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
も
う
少
し
時
間
を
か

け
て
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
「
デ
ラ
」
と
い
う
形
の
他
、
「
デ
ー
レ
ー
」
と
い
う
よ
う
に
発
音
さ
れ
て
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
「
デ
ラ
」
よ
り
は

「
ど
え
ら
い
」
に
近
い
発
音
だ
と
思
わ
れ
、
「
ド
エ
ラ
」
と
い
う
形
が
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
「
デ
ラ
」
と
は
違
い
、
「
ド
エ
ラ
イ
」
の
形
の
も

の
が
変
化
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
デ
ラ
、
デ
ー
レ
ー
」
な
ど
と
い
っ
た
用
法
は
、
名
古
屋
で
は
ひ
ん
ぱ
ん
に
耳
に
す
る
も
の
で
、
大
阪
人
が
「
ど
え
ら
い
」
を
使
う
回
数
よ

り
は
る
か
に
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
「
デ
ー
レ
ー
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
、
中
国
地
方
の
岡
山
県
あ
た
り
で
は
使
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
近
畿
地
方
で
も
中
国
地
方

よ
り
の
兵
庫
県
で
も
「
デ
ー
レ
ー
」
に
近
い
発
音
の
言
い
方
が
さ
れ
る
と
聞
い
た
。
た
だ
こ
の
場
合
、
名
古
屋
の
よ
う
に
中
立
的
に
使
わ
れ
る

の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
語
形
の
面
に
限
っ
て
言
え
ば
、
「
デ
ラ
、
デ
ー
レ
ー
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
、
名
古
屋
の
他
に
、
岡

山
県
、
あ
る
い
は
兵
庫
県
で
も
、
京
都
・
大
阪
あ
た
り
か
ら
見
て
周
辺
部
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
所
に
存
在
す
る
、
と
ま
と
め
る
こ

と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
。
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五
・
終
わ
り
に
・
現
代
の
名
古
屋
に
み
る
「
え
ら
い
」
と
そ
れ
に
関
係
す
る
語
に
つ
い
て

　
「
え
ら
い
」
と
い
う
語
は
現
代
で
は
、
関
西
で
用
い
ら
れ
る
以
上
に
、
名
古
屋
で
は
多
用
さ
れ
る
面
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
例
え
ば
、
関
西
で
だ
と
「
ち
ょ
っ
と
仕
事
が
し
ん
ど
い
」
と
い
う
よ
う
に
「
し
ん
ど
い
」
を
使
い
そ
う
な
場
面
で
で
も
、
名
古
屋
で
は
、

ま
ず
「
し
ん
ど
い
」
は
使
わ
ず
、
「
エ
ラ
イ
」
の
み
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
関
西
で
も
「
仕
事
が
エ
ラ
イ
」
と
い
う
場
合
は
あ
ろ

う
が
、
「
し
ん
ど
い
」
が
使
わ
れ
る
分
、
名
古
屋
に
比
べ
る
と
「
え
ら
い
」
が
使
わ
れ
る
頻
度
は
少
し
低
い
、
と
い
う
印
象
を
私
は
受
け
て
い

る
。　

ま
た
、
「
え
ら
い
」
の
用
法
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
「
え
ら
い
様
」
と
い
う
用
法
で
あ
る
が
、
各
種
の
名
古
屋
方
言
辞
典
等
で
立

項
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
山
田
秋
衛
編
著
「
随
筆
名
古
屋
言
葉
辞
典
』
（
昭
和
3
6
年
、
泰
文
堂
）
を
見
る
と
、
次
の
よ
う

な
例
文
が
挙
が
っ
て
い
る
。

○
う
ち
の
会
社
の
エ
ラ
イ
サ
マ
が
い
わ
っ
せ
る
こ
と
だ
で
仕
方
が
な
い

こ
の
「
え
ら
い
さ
ま
」
だ
が
、
三
遊
亭
円
丈
の
「
雁
道
』
（
1
9
8
7
年
、
海
越
出
版
社
）
と
い
う
本
に
は
、

○
名
古
屋
で
い
う
え
ら
い
さ
ま
と
は
、

　
い
さ
ま
”
と
言
う
。

た
い
し
て
偉
く
な
く
、
全
く
偉
く
な
い
と
は
言
え
な
い
程
度
し
か
偉
く
な
い
人
の
コ
ト
を
“
え
ら

一55一



と
い
う
よ
う
な
記
述
が
さ
れ
て
お
り
、
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
名
古
屋
人
以
外
に
は
な
か
な
か
捉
え
難
い
所
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

関
西
で
も
「
エ
ラ
イ
サ
ン
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
り
、
そ
れ
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
が
。

　
こ
の
言
葉
は
、
名
古
屋
の
中
年
以
上
の
方
だ
と
、
あ
ま
り
全
国
共
通
語
で
は
用
い
ら
れ
な
い
言
い
方
と
は
意
識
し
な
い
で
「
え
ら
い
様
に
し

と
る
が
や
」
な
ど
と
日
常
よ
く
使
う
言
い
方
の
よ
う
で
あ
る
。
（
全
国
共
通
語
と
し
て
普
通
に
「
エ
ラ
イ
サ
マ
」
な
い
し
「
エ
ラ
イ
サ
ン
」
を

使
う
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
考
え
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
）
。

　
こ
の
他
、
先
に
挙
げ
た
酒
落
本
の
「
駅
客
娼
せ
ん
」
と
い
う
作
品
で
、
客
の
名
前
と
し
て
「
え
ら
松
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
こ
の
言

葉
は
「
横
着
者
」
と
い
っ
た
意
味
の
よ
う
だ
が
、
現
代
の
名
古
屋
方
言
で
も
「
エ
ラ
マ
ツ
」
は
、
「
え
ら
い
様
」
と
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
「
え
ら
い
」
は
近
世
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
名
古
屋
で
は
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
現
代
で
は
あ
る
種
関
西
以
上
に
よ

く
使
わ
れ
る
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
「
デ
ラ
」
な
ど
を
「
ど
え
ら
い
」
系
の
言
葉
だ
と
認
め
る
と
す
る
と
、
「
ど
え
ら
い
」
も
近
世
か
ら

現
代
ま
で
、
名
古
屋
で
大
変
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。

　
一
方
、
関
西
と
名
古
屋
の
文
化
と
言
葉
の
関
係
の
近
さ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
位
の
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ

た
形
容
詞
「
え
ら
い
」
と
「
ど
え
ら
い
」
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
関
西
と
名
古
屋
の
関
係
の
近
さ
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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注

本
稿
は
、
拙
稿
「
形
容
詞
〈
え
ら
い
〉
〈
ど
え
ら
い
〉
か
ら
見
る
近
世
後
期
上
方
語
と
名
古
屋
方
言
」
（
遠
藤
好
英
編
「
語
か
ら
文
章
へ
』
所
収
、
2
0

0
0
年
）
で
扱
っ
た
内
容
に
検
討
を
加
え
た
も
の
を
中
心
に
し
て
い
る
。

寛
政
期
ま
で
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
形
容
詞
〈
え
ら
い
〉
の
出
自
と
意
味
の
変
遷
」
（
「
文
芸
研
究
』
1
1
7
、
1
9
8
8
年
）
、
「
近
世
後
期
に
お
け
る
形

容
詞
〈
き
つ
い
〉
の
意
味
・
用
法
と
そ
の
勢
力
に
つ
い
て
」
（
「
淑
徳
国
文
」
3
1
、
1
9
8
9
年
）
、
「
形
容
詞
〈
え
ら
い
〉
の
勢
力
拡
大
過
程
」
（
「
淑



34576
徳
国
文
」
3
2
、
1
9
9
1
年
）
等
参
照
。

江
戸
洒
落
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
十
九
世
紀
初
頭
江
戸
酒
落
本
の
資
料
性
」
（
加
藤
正
信
編
「
日
本
語
の
歴
史
地
理
構
造
」
所
収
、
明
治
書
院
、
1

9
9
7
年
）
、
「
江
戸
末
期
洒
落
本
の
資
料
性
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
語
彙
史
の
研
究
」
1
7
、
1
9
9
8
年
）
等
参
照
。

名
古
屋
の
酒
落
本
に
つ
い
て
は
、
注
1
と
注
2
で
挙
げ
た
拙
稿
の
ほ
か
、
拙
稿
「
近
世
後
期
上
方
語
研
究
の
課
題
－
近
世
後
期
名
古
屋
方
言
を
視

野
に
お
い
て
ー
」
（
「
淑
徳
国
文
」
3
5
、
1
9
9
4
年
）
で
も
触
れ
て
い
る
。

「
膝
栗
毛
』
の
口
語
資
料
と
し
て
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
中
村
幸
彦
氏
が
「
近
世
語
彙
の
資
料
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
学
」
8
7
、
昭
和
4
6
年
）
で

触
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
九
が
「
ど
え
ら
い
」
と
い
う
語
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
、
だ
け
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
す
る
。
実
際
の
言
語
使
用
実
態

の
検
討
は
酒
落
本
を
中
心
に
行
う
。

道
行
朋
臣
「
接
頭
辞
〈
ど
ー
〉
の
史
的
考
察
」
（
「
花
園
大
学
国
文
学
論
究
」
2
5
、
1
9
9
7
年
1
2
月
）
。

注
2
の
拙
稿
参
照
。
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