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「
ク
ド
キ
」
に
お
け
る
「
つ
」
音

―
明
治
・
大
正
期
の
義
太
夫
節
録
音
か
ら
―

多
田
　
英
俊

は
じ
め
に

明
治
・
大
正
期
に
録
音
さ
れ
た
義
太
夫
節
を
聴
い
て
い
る
と
、
現

代
の
そ
れ
と
は
随
分
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。
最
も
典

型
的
で
あ
る
の
は
、
現
代
で
は
詞
章
が
明
瞭
で
わ
か
り
や
す
く
丁
寧

に
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
当
時
は
む
し
ろ
音
曲
的
な
流
れ
と

節
回
し
に
よ
っ
て
耳
触
り
よ
く
聞
か
せ
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
録
音
技
術
が
進
歩

し
た
か
ら
語
り
が
判
然
と
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
問
題

で
は
な
く
、
義
太
夫
節
の
主
眼
と
な
る
表
現
方
法
が
変
化
し
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
録
音
技
術
と
さ
ほ
ど
遜
色
の

な
い
昭
和
初
期
の
電
気
吹
き
込
み
に
よ
る
録
音
と
比
較
す
る
だ
け
で

も
、
現
代
の
そ
れ
が
ず
い
ぶ
ん
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
聞

き
取
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
対
象
を
明

治
・
大
正
期
の
ラ
ッ
パ
吹
き
込
み
の
音
源
に
限
定
す
る
の
か
と
い
え

ば
、
こ
の
、
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
推
移
が
新
旧
吹
き
込
み
の
転
換
期

と
重
な
り
、
し
か
も
そ
の
期
を
境
に
し
て
、
義
太
夫
節
の
語
り
口
の

変
化
を
認
識
す
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
は
音
盤
に
録
音
を
残
し
た
太
夫
の
新
旧
交

代
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
太
夫
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
発
音
・

発
声
の
差
異
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
差
異
と
し
て
明
ら
か
に
聞
き
取
ら
れ
る
の
が
、
ク
ド
キ
に
お
け
る

「
つ
」
音
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
「
つ
」
音
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機

に
つ
い
て
、
現
行
義
太
夫
に
お
け
る
発
声
を
取
り
上
げ
て
述
べ
る
こ

と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
す
る
。

一　
 

現
行
義
太
夫
節
に
お
け
る
例
外
・
特
徴
的
発
声
「
つ
」

音
に
つ
い
て

ま
ず
、
狐
詞
に
お
け
る
発
声
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
に
は
狐
を
主
人
公

（（



あ
る
い
は
重
要
な
媒
介
と
し
て
物
語
を
進
行
さ
せ
る
作
品
が
少
な
か

ら
ず
存
在
す
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
狐
で
あ
る
こ
と
を
示
す
発
声

法
が
表
現
上
の
工
夫
と
し
て
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
が
『
義
経
千
本

桜
』「
川
連
法
眼
館
」
で
の
源
九
郎
狐
の
独
白
で
あ
る
。
狐
が
鼻
を

ク
ン
と
す
る
と
こ
ろ
を
、「
つ
」
音
の
破
擦
を
飲
み
込
む
よ
う
に
発

声
を
す
る
こ
と
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る（

１
）。

こ
れ
は
、
狂

言
の
『
釣
狐
』
に
も
同
様
の
発
声
法
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
義

太
夫
節
が
先
行
芸
能
の
技
法
を
踏
襲
・
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
と
は
い
え
、
な
ぜ
狐
詞
の
表
現
が
「
つ
」
音
に
お
い
て
な
さ
れ

る
の
か
、
例
え
ば
「
き
」
や
「
ね
」
音
で
は
な
い
の
か
と
い
う
根
本

的
な
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
言

え
る
こ
と
は
、「
つ
」
音
に
は
発
声
の
揺
ら
ぎ
が
か
つ
て
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
次
の
例
か
ら
も
明
ら
か

に
さ
れ
る
。

『
壇
浦
兜
軍
記
』「
阿
古
屋
琴
責
」
冒
頭
に
お
い
て
、
畠
山
重
忠
が

智
仁
の
勇
士
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
後
、
詞
章
は
同
席
す
る
敵
役
岩
永

左
衛
門
致
連
を
続
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

重
忠
の
助
役
と
号
し
、
悪
七
兵
衛
景
清
が
在
り
家
を
探
す
邪
智

侫
奸
、
表
は
忠
義
に
見
せ
か
け
て
、
己
が
遺
恨
を
さ
し
挟
む
心

の
底
の
二
股
竹
。
虎
の
威
を
か
る
狐
と
は
き
よ
ろ
つ
く
顔
に
顕

は
れ
た
り
。

こ
の
「
き
よ
ろ
つ
く
顔
」
の
「
つ
」
が
、
現
代
日
本
に
お
い
て
一

般
的
に
発
音
さ
れ
て
い
る
［tsu

］
で

（
２
）

は
な
く
、［tu

］
の

（
３
）

音
あ
る
い

は
破
擦
が
軽
減
さ
れ
た
音
に
よ
っ
て
発
音
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
少

な
く
と
も
現
在
確
認
で
き
る
音
源
に
つ
い
て
例
外
の
な
い
事
実
で
あ

り
、
現
行
公
演
に
お
い
て
も
、
直
接
劇
場
で
確
認
済
み
で
あ
る
か

ら（
４
）、

大
正
期
か
ら
現
行
ま
で
共
通
し
て
い
る
発
音
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
音
は
太
夫
各
々
の
語
り
に
お
け
る
個
人
差
に
よ
っ
て

生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、「
阿
古
屋
琴
責
」
の
岩
永
と
い
う
人
物
を

表
現
す
る
固
有
の
音
と
し
て
認
識
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
作
品
当
該
箇
所
以
外
で
「
つ
」
が
［tu

］

音
（
以
下
［tsu

］
音
の
破
擦
音
が
軽
減
さ
れ
た
も
の
も
含
む
）
で
恒
常
的
に

発
音
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
一
段
の
こ
の
部
分
の
み
に
現
れ
た

特
徴
的
な
発
音
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
岩
永
の
軽
薄
な
人
物
像

が
な
ぜ
［tu

］
音
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
容
易
に

解
答
は
見
つ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
岩
永
の
性
根
は
「
き
よ
ろ
つ
く

顔
」
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
形
で
あ
れ
ば
与
勘
平
カ
シ

ラ（
５
）に

そ
れ
は
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
太
夫
は
そ
の
「
き
よ
ろ
つ

く
顔
」
と
い
う
詞
章
を
特
徴
的
に
語
れ
ば
描
出
は
さ
れ
よ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
「
つ
」
が
［tu

］
音
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
と

は
な
ら
な
い
。
実
際
現
行
演
出
で
も
「
き
よ
ろ
つ
く
」
の
「
き
よ

ろ
」
は
強
調
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
直
前
の
「
虎
の
威
を
か
る
狐
と

は
」
か
ら
足
取
り
も
間
も
変
化
す
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
観

（（



客
の
耳
に
は
十
分
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
か
と

言
っ
て
、
軽
薄
ゆ
え
に
「
き
ょ
ろ
つ
く
顔
」
を
仮
に
「
き
よ
ろ

［kyu
］
く
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
可
能
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
無

理
な
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
言
語
は
時
代
的
地
域
的
偏
差
は
あ

る
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
特
定
の
音
価

が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
発
音
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
「
き
ょ
ろ
つ

く
」
で
は
な
く
「
き
よ
ろ
き
ゆ
く
」
な
の
で
あ
っ
て
、
表
記
は
も
ち

ろ
ん
そ
の
語
彙
ま
で
も
意
味
不
明
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
つ
」
音
以
外
の
各
音
「
き
」「
よ
」「
ろ
」

「
く
」
で
の
表
現
で
は
な
い
と
い
う
理
由
は
納
得
さ
れ
な
い
。
た
だ

し
、「
虎
の
威
を
か
る
狐
」
で
あ
る
か
ら
、
前
出
の
狐
詞
の
発
声
が

意
識
さ
れ
た
と
い
う
単
純
な
解
釈
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
、
岩
永
の
性
根
を
表
現
す
る
た
め
に
「
き
よ
ろ
つ
く
顔
」
の

「
つ
」
が
［tu

］
音
と
し
て
発
声
さ
れ
た
の
は
、
当
時
そ
の
音
が
一

般
的
で
は
な
い
特
徴
的
な
音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
「
つ
」

が
［tu

］
音
で
あ
る
こ
と
に
音
韻
上
無
理
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
つ
」
が
［tu

］
音
と
し
て
発
音
さ

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
音
韻
に
歴
史
的
な
背
景
が
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
特
定
の
太
夫
が
思
い
立
っ
て
創
意
工
夫
し
た
音
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
ま
ず
そ
の
「
つ
」
が
か
つ
て
［tu

］

音
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
音
韻
学
上
の
研
究
成
果
に
基

づ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い（

６
）。

二　
「
つ
」
の
［tu

］
音
発
音
に
関
す
る
歴
史
的
考
察

国
語
音
韻
論
に
よ
る
と
、「
つ
」
音
と
そ
の
周
辺
の
音
韻
に
つ
い

て
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

歴
史
的
か
な
づ
か
い
で
は
、「
ふ
じ
」（
富
士
）
と
「
ふ
ぢ
」（
藤
）、

「
く
ず
」（
葛
）
と
「
く
づ
」（
屑
）
の
よ
う
に
「
じ
」
と
「
ぢ
」、「
ず
」

と
「
づ
」
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
［ʒi

］
と
［di

］、

［zu

］
と
［du

］
と
い
う
音
の
区
別
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
四
つ
の
仮
名
を
「
四
つ
仮
名
」
と
い
い
、
中
世
末
期
ま
で
は
京
都

で
も
区
別
が
保
た
れ
て
い
た
。
こ
の
古
い
音
の
区
別
が
現
在
で
も

残
っ
て
い
る
方
言
を
「
四
つ
仮
名
弁
」
と
い
う
。
四
つ
仮
名
弁
の
地

域
に
は
高
知
県
の
ほ
か
、
九
州
各
地
、
山
梨
県
奈
良
田
、
和
歌
山
県

紀
伊
半
島
南
部
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
高
知
県
で
は
「
ち
」
を
［ti

］、

「
つ
」
を
［tu

］
と
発
音
し
、
九
州
各
地
で
も
「
つ
」
を
［tu

］
と

発
音
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
日
本
語
の
古
い
音
を
残
す
も
の

で
あ
る（

７
）。

要
す
る
に
「
つ
」
の
［tu

］
音
は
、
か
つ
て
そ
の
よ
う
発
音
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
歴
史
的
変
遷
の
中
で
失
わ
れ
、
現
在
で
は
方
言
と

し
て
残
る
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。「
つ
」
の
［tu

］
音
に
つ
い

て
は
、
そ
の
喪
失
年
代
に
触
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

別
の
記
述
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
。
室
町
時
代
音
韻
の
音
価
お
よ
び

（（



変
遷
に
つ
い
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
中
心
に
検
討
し
た
結
果
を
、
国

語
音
韻
論
の
権
威
で
あ
っ
た
馬
淵
和
夫
が
述
べ
た
も
の
に
よ
る
と
、

「
ち
」「
つ
」
の
頭
音
は
、
鎌
倉
時
代
や
南
北
朝
時
代
の
中
国
資
料
を

検
討
し
た
結
果
、
ま
だ
［ti

］［tu

］
音
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
一
六
世

紀
の
初
め
ご
ろ
か
ら
現
在
の
音
の
よ
う
に
変
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る（
８
）。

す
な
わ
ち
、
直
前
に
記
し
た
「
四
つ
仮
名
」
と
ほ
ぼ
同
時
代
に

「
つ
」
の
［tu

］
音
も
変
化
し
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
現
代
は
も
ち
ろ
ん
、
近
世
初
期
に
お
い
て
も
、
義
太
夫
節

が
隆
盛
を
極
め
た
上
方
に
お
い
て
、「
つ
」
の
［tu

］
音
は
す
で
に

発
音
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
義
太
夫
節
の
伝
承
に
お
け
る
タ
行
発
音
に
関
す
る
記
述
を

検
討
し
て
み
る
と
、
近
世
に
お
い
て
は
、
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）

の
序
と
あ
る
『
浄
瑠
璃
秘
曲
抄
』
に
、「
口
中
開
合
の
事
」
と
し
て
、

サ
シ
ス
セ
ソ　

齒
に
わ
う
ず

タ
チ
ツ
テ
ト　

舌
に
わ
う
す　

輕 

ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ　

舌
に
わ
う
す　

重

と
あ
り
、
こ
れ
は
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
刊
『
音
曲
鼻
け
ぬ
き
』

に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
近
代
に
お

け
る
記
述
と
し
て
は
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
刊
で
竹
本
摂
津
大

掾
・
六
世
豊
沢
広
助
の
序
が
付
さ
れ
た
『
義
太
夫
独
習
新
書
』
に
口

中
開
合
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が（

９
）、

近
世
に
お
け
る
記
述
と
内
容

的
に
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
義
太
夫
関
係

の
文
書
に
お
い
て
は
、「
つ
」
の
［tu

］
音
（「
づ
」
の
［du

］
音
・「
ち
」

の
［ti

］
音
）
発
音
の
実
態
に
つ
い
て
有
力
な
手
掛
か
り
に
な
る
も
の

は
な
く
、
歌
舞
伎
「
外
郎
売
」
に
見
え
る
記
述
同
様
、
謡
曲
の
発
音

に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
『
音
曲
玉
淵
集
』（
享
保
一
二
年
）
等
の
記

述
を
形
式
的
に
継
承
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ

し
、『
音
曲
玉
淵
集
』
に
お
い
て
は
、「
つ
」
音
の
発
声
と
「
ぢ
」

「
づ
」
音
識
別
の
留
意
点
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
る）

（1
（

。

そ
こ
で
、
謡
曲
に
お
け
る
「
つ
」
の
［tu

］
音
に
つ
い
て
も
、
そ

の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
音
源
に
当

た
っ
て
調
査
し
た
。
し
か
し
、
現
行
に
お
い
て
そ
の
発
音
が
残
っ
て

い
る
と
い
う
事
実
や
報
告
は
皆
無
で
あ
る
た
め
、
か
つ
て
古
い
発

音
・
発
声
を
伝
え
残
し
て
い
る
と
言
わ
れ
た
京
観
世
の
録
音
を
探
索

し
た）

（（
（

。
こ
れ
は
、
明
治
以
降
謡
曲
界
も
東
京
が
中
心
と
な
り
東
京
の

影
響
を
受
け
続
け
た
中
に
あ
っ
て
、
京
都
に
お
け
る
観
世
流
の
一
派

が
自
ら
の
伝
承
を
守
り
続
け
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に

あ
っ
て
、
当
該
音
を
次
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

帝
深
く
嘆
か
せ
（
せ
［she

］）
給
ひ
つ
つ
（
つ
［tu

］
つ
［tu

］）、

そ
の
御
影
を
甘
泉
殿
の
壁
に
写
（
う
つ
［tu

］）
し
、

（（



そ
れ
山
と
い
つ
ぱ
、
塵
泥
よ
り
起
つ
て
、
天
雲
掛
か
る
千
畳
の

峰
、
海
は
苔
の
露
（
つ
［tu

］
ゆ
）
よ
り
滴
り
て
、

前
者
は
「
花
筺
」
の
ク
セ
の
部
分
で
昭
和
四
五
年
八
月
二
一
日
の

録
音
、
後
者
は
「
山
姥
」
の
ク
リ
で
録
音
は
昭
和
四
三
年
頃
、
録
音

者
は
い
ず
れ
も
素
人
の
上
田
東
一
郎
氏
で
あ
る
。
氏
は
明
治
二
五
年

に
上
賀
茂
は
資
産
家
の
長
男
と
し
て
生
誕
し
、
京
観
世
の
岩
井
派
に

師
事
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
経
歴
か
ら
し
て
、
前
述
の
歴
史
的
地

域
的
条
件
は
当
て
は
ま
ら
ず
、
当
該
音
は
日
常
的
な
発
音
と
は
異
質

な
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
意
図
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
録
音
に
あ
っ
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
「
せ
」
音
が

［she

］
と
発
音
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
も
中
世
い
っ
ぱ
い
は

確
か
に
発
音
さ
れ
て
い
た
古
い
音
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、「
つ
」
の
［tu

］
音
と
も
ど
も
方
言
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た

も
の
が
現
れ
出
た
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
音
が
意
識
的
に
発
音
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
上
田
氏
の
録
音
は
他
に
数
点
あ
る

の
で
あ
り
、
当
該
音
源
に
関
し
て
も
他
の
「
つ
」
は
破
擦
を
伴
う
現

行
［tsu

］
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
声
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
と

断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
仮
に
そ
の
発
音
が
特
定
の

言
葉
な
い
し
音
の
連
続
性
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
し
た
場
合
、
現

行
を
含
め
こ
れ
以
外
の
歴
史
的
録
音
に
も
当
該
発
音
が
皆
無
で
あ
る

こ
と
は
、
や
は
り
時
代
に
よ
る
音
韻
変
化
が
決
定
的
要
因
な
の
で
あ

り
、
本
録
音
に
お
い
て
古
い
音
が
残
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
が
発
音
の
伝
承
そ
の
も
の
を
意
図

し
て
残
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
続

き
の
詞
章
と
し
て
そ
の
よ
う
に
謡
う
も
の
と
し
て
伝
承
し
た
と
い
う

こ
と
が
実
態
と
し
て
は
正
確
な
表
現
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歴
史
的
音

韻
と
は
切
り
離
し
て
考
え
た
場
合
も
、
日
常
的
な
発
音
で
は
な
い
当

該
音
が
な
ぜ
そ
こ
こ
こ
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残

る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
会
話
で
は
な
い
謡
と
い
う
形

式
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
も
な
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
他
の
具
体
例
の
発
掘
を
含
め
問
題
は
そ
の
緒
に
就
い

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
事
実
と
し
て

録
音
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
新
た
な
発
見
と
し
て
重
要
な
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
最
初
に
述
べ
た
狐
詞
お
よ
び
岩
永
の
性
根
を
示

す
「
き
よ
ろ
つ
く
」
に
お
け
る
、
破
擦
音
を
飲
み
込
み
ま
た
軽
減
し

た
「
つ
」
の
［tu

］
音
が
、
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
に
お
い
て
今
日
ま
で

残
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

謡
曲
等
先
行
芸
能
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
「
つ
」
の
［tu

］
音

は
、
狐
詞
に
関
し
て
は
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
、『
壇
浦
兜
軍
記
』「
阿

古
屋
琴
責
」
冒
頭
に
お
い
て
は
、
人
物
の
性
根
を
典
型
的
に
示
す
特

徴
的
な
発
音
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
重
要
な
口
伝
と
し
て

（（



師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
た
だ
し
、

古
く
か
ら
あ
る
発
音
そ
の
も
の
の
伝
承
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
「
つ
」
音
を
現
行
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
発
音
と
は

異
な
る
形
で
行
い
、
強
調
し
て
表
現
す
る
と
い
う
手
法
が
歴
史
的
に

確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
二
例
だ
け
で
は
、
義

太
夫
節
に
お
け
る
特
徴
的
発
声
と
し
て
取
り
立
て
て
「
つ
」
の
［tu

］

音
発
声
の
事
実
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
を
有
す
る

か
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
狐
を
表
現
す
る
た
め
の
工

夫
と
軽
薄
な
悪
役
を
印
象
的
に
聞
か
せ
る
一
技
巧
が
、
た
ま
た
ま

「
つ
」
の
［tu

］
音
発
声
に
現
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
方
が
適
切
で

あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
し
か
る
に
、
今
般
こ
の
「
つ
」
の
［tu

］

音
に
関
し
て
、
歴
史
的
変
遷
の
中
で
失
わ
れ
、
現
在
で
は
方
言
と
し

て
残
る
だ
け
の
も
の
が
、
前
述
の
狐
詞
な
ら
び
に
「
き
よ
ろ
つ
く
」

以
外
に
、
義
太
夫
節
の
録
音
に
お
い
て
多
数
の
発
声
が
残
さ
れ
て
い

る
と
い
う
新
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
義

太
夫
節
に
お
け
る
「
つ
」
の
［tu

］
音
を
め
ぐ
る
考
察
は
、
新
し
い

方
向
性
を
示
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

新
事
実
が
確
認
さ
れ
た
音
源
に
つ
い
て
、
以
下
に
整
理
し
て
示
し
て

お
く）

（1
（

。

三　

音
源
資
料
の
整
理

①
『
全
集 

日
本
吹
込
み
事
始
』

平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
四
月
、
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
か
ら
発
売
さ
れ

た
『
全
集　

日
本
吹
込
み
事
始
』
は
、
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年

に
蓄
音
器
普
及
の
た
め
に
来
日
し
た
英
国
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
＆
タ
イ
プ

ラ
イ
タ
ー
社
の
技
師
ガ
イ
ズ
バ
ー
グ
ら
が
録
音
し
た
数
々
の
音
源

を
、
リ
マ
ス
タ
リ
ン
グ
し
て
全
一
一
枚
組
の
Ｃ
Ｄ
と
し
て
収
め
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
録
音
対
象
と
な
っ
た
音
源
は
、
宮
中
の
雅
楽
か
ら

大
道
芸
の
あ
ほ
だ
ら
経
や
法
界
節
ま
で
幅
広
い
分
野
の
芸
能
を
網
羅

し
て
お
り
、
演
者
は
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
超
一
流
の
人
物
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
吹
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
歌
舞
伎
劇
、
講
談
、
唱

歌
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
り
、
録
音
さ
れ
た
の
は
す
べ
て
東
京
在
住
の

芸
人
だ
け
で
あ
っ
た）

（1
（

。

義
太
夫
節
に
関
し
て
は
一
四
件
、
い
ず
れ
も
二
分
弱
か
ら
三
分
強

の
録
音
時
間
で
あ
り
、
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
人
々
か
ら

す
れ
ば
す
ぐ
に
で
も
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
部
分
ば
か
り
で
あ
る
。

録
音
の
対
象
と
な
っ
た
東
京
在
住
の
演
者
は
、
三
世
竹
本
和
佐
太
夫

（
三
味
線
鶴
沢
語
左
衛
門
）
と
二
世
竹
本
相
生
太
夫
（
同
八
世
竹
沢
弥
七
）

で
あ
る
。「
つ
」
の
［tu

］
音
は
、
そ
の
両
方
の
音
源
を
聴
取
す
る

中
で
、
数
箇
所
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
確
認
さ
れ
た）

（1
（

。
な
お
、
太

（（



夫
の
代
数
は
便
宜
上
ロ
ー
マ
数
字
で
示
し
た
。

Ⅲ
竹
本
和
佐
太
夫

「
袖
萩
祭
文
」『
奥
州
安
達
原
』（
明
治
三
六
年
）

「
今
の
、
憂
き
身
の
、
恥
づ
［du

］
か
し
さ
、
父
（
ち
［ti

］
ち

［ti

］）
上
や
母
様
の
お
気
に
背
き
し
報
ひ
に
て
、
二
世
の
夫
（
つ

［tu

］
ま
）
に
も
、
引
別
れ
、
泣
き
つ
［tsu

］
ぶ
し
た
る
、
目

な
し
鳥
」

「
野
崎
村
」『
新
版
歌
祭
文
』（
同
）

「
あ
ん
ま
り
逢
ひ
た
さ
懐
（
な
つ
［tu

］
か
）
し
さ
。
勿
体
な

い
事
な
が
ら
、
観
音
様
を
か
こ
つ
［tu
］
け
て
、
逢
ひ
に
き

た
や
ら
南
や
ら
、
知
ら
ぬ
在
所
も
厭
ひ
は
せ
ぬ
。
二
人
一
緒

に
添
は
う
な
ら
、
ま
ま
も
炊
か
う
し
織
り
つ
［tu

］
む
ぎ
、

ど
ん
な
貧
（
ま
づ
［zu

］）
し
い
暮
し
で
も
、
わ
し
や
嬉
し
い

と
思
ふ
も
の
。
女
の
道
（
み
ち
［ti

］）
を
背
け
と
は
、
聞
へ

ぬ
わ
い
の
胴
欲
と
」

Ⅱ
竹
本
相
生
太
夫

「
宿
屋
」『
生
写
朝
顔
話
』（
同
）

「
ま
た
も
都
を
迷
ひ
出
で
、
い
つ
［tu

］
か
は
廻
り
逢
坂
の

関
路
を
あ
と
に
近
江
路
や
、
身
の
を
は
り
さ
へ
定
め
な
く
、

恋
し
〳
〵
に
目
を
泣
潰
（
つ
［tu

］
ぶ
）
し
、
物
の
あ
い
ろ
も

水
鳥
の
、
陸
に
さ
ま
よ
ふ
悲
し
さ
は
、
い
つ
［tsu

］
の
世

い
か
な
る
報
ひ
に
て
、
重
ね
〳
〵
の
歎
き
の
数
、
憐
れ
み
給

へ
と
ば
か
り
に
て
」

「
野
崎
村
」『
新
版
歌
祭
文
』（
同
）

「
あ
と
を
慕
う
て
野
崎
村
、
堤
（
つ
［tu

］
つ
［tu

］
み
）」

②
『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』

前
述
の
『
全
集　

日
本
吹
込
み
事
始
』
に
収
録
さ
れ
た
三
世
竹
本

和
佐
太
夫
と
二
世
竹
本
相
生
太
夫
の
義
太
夫
節
か
ら
「
つ
」
の
［tu

］

音
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
、
明
治
・
大
正
期
に
録
音
さ
れ
た
太
夫
の

も
の
に
つ
い
て
も
、
聴
取
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
大
正
期
ま

で
に
限
定
し
た
の
は
、
昭
和
初
期
に
録
音
が
電
気
吹
き
込
み
盤
に

な
っ
て
か
ら
の
音
源
に
つ
い
て
は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
を
す
で
に

聴
取
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
「
つ
」
の
［tu

］
音
は
、
最
初
に
述

べ
た
狐
詞
と
岩
永
の
表
現
以
外
に
は
確
認
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た

め
で
あ
る
。
さ
て
、『
全
集　

日
本
吹
込
み
事
始
』
に
収
録
さ
れ
た

両
名
の
太
夫
に
よ
る
音
源
は
、
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
と
し
て
も
プ
レ
ス
さ

れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
今
と
な
っ
て
は
入
手
は
困
難
を
極
め
る

が
、
そ
の
音
盤
を
含
め
、
明
治
・
大
正
期
の
義
太
夫
節
の
ほ
と
ん
ど

を
収
蔵
し
て
い
た
『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存

在
し
て
い
る
。

『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
と
は
、
神
戸
在
住
の
実
業
家
で
あ
っ
た

安
原
仙
三
（
一
九
〇
三
〜
五
五
）
旧
蔵
の
邦
楽
レ
コ
ー
ド
の
こ
と
で
あ

（0



る
。
収
集
総
数
は
三
千
件
を
越
え
盤
面
に
し
て
一
万
二
千
面
に
及
ぶ

膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
に
わ
た
る
各
種
邦
楽
レ

コ
ー
ド
を
網
羅
し
、
と
り
わ
け
義
太
夫
節
に
つ
い
て
充
実
し
た
も
の

が
あ
る
。
氏
の
没
後
、
当
時
の
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
が
購
入

し
、
現
在
は
独
立
行
政
法
人
東
京
文
化
財
研
究
所
に
そ
の
ま
ま
所

蔵
・
保
管
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
部
は
氏
の

生
前
中
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
音
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
し
て
複
製
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、

そ
の
音
源
が
質
量
と
も
に
い
か
に
抜
き
ん
で
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

が
理
解
で
き
る
。
聴
取
に
あ
た
っ
て
は
、
す
べ
て
の
音
源
を
網
羅
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
歴
代
の
太
夫
に
つ
い
て
は
残
ら
ず
拾

い
上
げ
、
音
盤
に
つ
い
て
は
前
記
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
複
製
さ
れ
た
も

の
を
選
択
し
た
。
こ
の
『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
の
音
源
に
お
い
て

「
つ
」
の
［tu

］
音
が
確
認
さ
れ
た
の
は
以
下
の
太
夫
で
あ
る
。
な

お
、
確
認
さ
れ
た
太
夫
の
う
ち
そ
の
箇
所
が
多
数
に
の
ぼ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
そ
の
代
表
的
な
箇
所
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
。

Ⅴ
竹
本
住
太
夫

「
酒
屋
」『
艶
容
女
舞
衣
』（
明
治
三
八
年
）

「
お
変
り
も
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
、
と
言
ふ
挨
拶
（
あ
い
さ
つ

［tu

］）
も
」

「
と
と
様
の
一
徹
（
い
つ
て
つ
［tu

］）
で
、
無
理
に
連
（
つ

［tu

］）
れ
ら
れ
帰
り
し
が
」

「
世
の
味
き
な
さ
身
一
つ
［tu

］
に
」

「
舅
御
様
も
お
通
（
つ
［tu

］
う
）
に
免
じ
」

「
恨
み
つ
［tu

］
ら
み
は
露
（
つ
［tu

］
ゆ
）
ほ
ど
も
」

「
乳
（
ち
［ti

］
ち
［ti

］）
飲
ふ
、
乳
（
同
）
が
飲
み
た
い
」

Ⅸ
竹
本
染
太
夫

「
合
邦
」『
摂
州
合
邦
辻
』（
同
）

「
尋
ね
か
ね
つ
［tu

］
つ
［tu

］
人
目
を
も
」

「
忍
び
か
ね
た
る
頬
か
む
り
包
（
つ
［tu

］
つ
［tu

］）
み
隠
せ

し
親
里
も
今
は
心
の
頼
み
に
て
馴
れ
し
故
郷
の
門
の
口
、
立

寄
る
跡
よ
り
入
平
が
、
ご
両
所
の
御
行
方
こ
ゝ
と
は
聞
け
ど

奥
方
の
、
姿
見
る
よ
り
様
子
も
と
、
戸
脇
に
厚
（
あ
つ
［tu

］）

き
薮
畳
、
身
を
ひ
そ
め
て
ぞ
窺
ひ
ゐ
る
。」

「
聞
く
子
や
妻
（
つ
［tu

］
ま
）
は
う
ち
と
外
」

「
お
懐
（
な
つ
［tu

］
か
）
し
や
懐
し
や
と
、
縋
る
娘
の
顔
形
、

前
う
し
ろ
見
つ
［tu

］
肌
に
手
を
、
入
れ
て
も
や
つ
ぱ
り
ほ

ん
の
娘
」

「
思
ひ
余
つ
て
打
ち
つ
［tu

］
け
に
」

「
外
に
は
父
の
親
粒
（
つ
［tu

］
ぶ
）
が
」

「
勧
め
の
念
仏
（
ね
ぶ
つ
［tu

］）、
南
無
阿
弥
陀
仏
（
つ
［tu

］）、

〳
〵
」

「
尼
ヶ
崎
」『
絵
本
太
功
記
』（
明
治
四
四
年
）

「
隔
つ
［tu
］
一
間
に
初
菊
（
は
つ
［tu

］
ぎ
く
）
が
」

（（



「
門
出
の
物
具
つ
［tu

］
け
る
の
が
」

「
胸
は
八
千
代
の
玉
椿
（
た
ま
つ
［tu

］
ば
き
）」

「
諫
め
つ
［tu

］
泣
い
つ
［tu

］
一
筋
に
」

Ⅲ
竹
本
南
部
太
夫

「
寺
子
屋
」『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』（
明
治
四
二
年
）

「
包
（
つ
［tu
］
つ
［tu

］
み
）
し
祝
儀
は
あ
の
子
が
香
典
」

「
健
気
な
八
つ
［tu
］
や
九
つ
［tu

］
で
」

「
師
匠
は
弥
陀
仏
（
つ
［tu
］）
釈
迦
牟
尼
仏
（
つ
［tu

］）」

「
鳥
辺
野
指
し
て
連
（
つ
［tu
］）
れ
帰
る
」

Ⅶ
豊
竹
時
太
夫

「
紙
屋
内
」『
心
中
天
網
島
』（
大
正
七
年
）

「
お
さ
ん
は
呆
れ
つ
［tu

］
く
づ
［du
］
く
と
」

「
十
種
香
」『
本
朝
廿
四
孝
』（
同
）

「
こ
な
た
も
同
じ
松
（
ま
つ
［tu

］）
虫
の
」

・
竹
本
越
登
太
夫

「
長
局
」『
加
賀
見
山
旧
錦
絵
』（
大
正
一
三
年
）

「
書
置
く
筆
の
命
毛
も
露
（
つ
［tu

］
ゆ
）
と
消
え
ゆ
く
は
か

な
さ
を
」

「
思
ひ
つ
め
た
る
浮
き
涙
包
（
つ
［tu

］
つ
［tu

］）
む
に
余
る

小
風
呂
敷
」

③
「『
日
吉
丸
稚
桜
』「
駒
木
山
城
中
」」

本
稿
の
検
証
作
業
と
は
別
に
、
三
世
豊
竹
呂
太
夫
（
後
の
十
世
若
大

夫
）
が
四
世
鶴
沢
綱
造
の
三
味
線
で
語
っ
た
『
日
吉
丸
稚
桜
』「
駒

木
山
城
中
」
を
聴
取
中
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
偶
然
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
若
大
夫
は
豪
放
磊
落
な
語
り
で
知
ら
れ
、「
つ
」
音
に
お
い
て

も
強
く
耳
に
立
つ
破
擦
音
［tsu

］
で
語
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
当
該

音
を
確
認
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
音
源
に
つ
い
て
も
、
録
音

年
を
考
え
合
わ
せ
る
と
や
は
り
検
証
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
初
め
か

ら
除
外
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
次
の
詞
章
部
分
の
一
箇
所
に
お
い
て

明
確
に
聴
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

年
月
（
つ
［tsu

］
き
）
隔
つ
［tu

］
そ
の
中
に
う
つ
［tsu

］
り

易
き
は
殿
御
の
心

こ
の
場
合
、
前
後
の
「
つ
」
音
は
強
い
破
擦
を
伴
っ
て
発
音
さ
れ

て
い
る
か
ら
、
何
ら
か
の
意
識
が
作
用
し
て
「
つ
」
の
［tu

］
音
が

特
別
に
発
せ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
若
大
夫
（
呂

太
夫
）
は
他
の
音
源
に
お
い
て
当
該
音
を
発
し
て
い
な
い
か
ら
、
特

定
の
演
目
あ
る
い
は
詞
章
が
発
音
と
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
駒

木
山
城
中
」
に
限
定
し
て
音
源
を
聴
取
し
た
。
そ
の
中
で
確
認
さ
れ

た
も
の
を
以
下
に
掲
げ
る
。

（（



Ⅰ
竹
本
七
五
三
太
夫
（
明
治
三
九
年
）

「
年
月
（
と
し
つ
［tu

］
き
）
隔
つ
そ
の
中
に
う
つ
［tu

］
り
易

き
は
殿
御
の
心
」

「
あ
ん
ま
り
酷
い
と
取
り
つ
［tu

］
い
て
」

「
親
に
先
立
つ
不
幸
の
罪
（
つ
［tu

］
み
）」

Ⅳ
竹
本
雛
太
夫
（
大
正
一
一
年
）

「
年
月
（
と
し
つ
［tu
］
き
）
隔
つ
［tu

］
そ
の
中
（
う
ち
［ti

］）

に
う
つ
り
易
き
は
殿
御
の
心
」

「
あ
ん
ま
り
酷
い
と
取
り
つ
［tu

］
い
て
」

Ⅲ
豊
竹
呂
太
夫
（
昭
和
二
〇
年
）

「
年
月
（
つ
［tsu

］
き
）
隔
つ
［tu
］
そ
の
中
に
う
つ
［tsu

］

り
易
き
は
殿
御
の
心
」

④
「
そ
の
他
の
音
源
」

前
記
①
〜
③
の
他
、
聴
取
可
能
な
音
源
と
し
て
手
元
に
あ
っ
た
Ｓ

Ｐ
レ
コ
ー
ド
の
他
、
Ｌ
Ｐ
と
し
て
再
プ
レ
ス
さ
れ
た
も
の
や
Ｃ
Ｄ
化

さ
れ
た
復
刻
盤
、
そ
し
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
ド
メ
イ
ン
も
含
め
て
同
等
の

音
源
と
し
て
扱
い
聴
取
し
た
。
選
択
に
当
た
っ
て
は
、
明
治
・
大
正

期
に
録
音
さ
れ
た
も
の
で
、
前
記
音
盤
で
は
量
的
に
不
十
分
と
思
わ

れ
た
太
夫
、
お
よ
び
当
該
音
の
発
見
が
予
想
さ
れ
る
太
夫
を
そ
の
基

準
と
し
た
。
こ
こ
で
聴
取
さ
れ
た
も
の
の
一
覧
を
あ
げ
る
。

Ⅲ
竹
本
大
隅
太
夫

「
鰻
谷
」『
桜
鍔
恨
鮫
鞘
』（
明
治
三
九
年
）

「
父
様
に
生
写
（
う
つ
［tu

］）
し
」

Ⅱ
竹
本
春
子
太
夫

「
正
清
本
城
」『
八
陣
守
護
城
』（
明
治
四
〇
年
）

「
そ
の
お
心
と
は
露
（
つ
［tu

］
ゆ
）
知
ら
ず
」

・
竹
本
越
登
太
夫

「
尼
ヶ
崎
」『
絵
本
太
功
記
』（
大
正
一
二
年
）

「
手
を
合
は
し
、
諌
め
つ
泣
い
つ
（
つ
［tu

］）
一
筋
に
」

「
宿
屋
」『
生
写
朝
顔
話
』（
大
正
一
三
年
）

「
露
（
つ
［tu

］
ゆ
）
の
ひ
ぬ
間
の
朝
顔
を
」

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
聴
取
し
た
音
源
を
整
理
し
た
も
の
を
基
礎
資

料
と
し
、
明
治
・
大
正
期
の
義
太
夫
節
に
お
け
る
「
つ
」
の
［tu

］

音
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
考
察
を
始
め
る
。

四　

 

明
治
・
大
正
期
の
義
太
夫
節
録
音
に
お
け
る
「
つ
」
音

の
位
置
付
け

考
察
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
、
現
在
人
形
浄
瑠
璃
文
楽
の
三
業
と

し
て
活
躍
し
、
研
究
熱
心
か
つ
歴
史
的
伝
承
等
に
も
造
詣
が
深
い
中

堅
太
夫
に
、
こ
の
「
つ
」
の
［tu

］
音
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
て

（3



み
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
狐
詞
は
当
然
と
し
て
、
岩
永
の
表
現

に
つ
い
て
も
軽
薄
さ
を
出
す
た
め
の
口
伝
と
聞
い
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
際
に
「
つ
」
の
［tu

］
音
は
七
世
竹
本
土
佐

大
夫
師
の
発
音
が
そ
れ
に
近
か
っ
た
が
、
高
知
出
身
ゆ
え
土
佐
訛
で

あ
る
と
の
説
を
言
う
方
も
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
三

世
竹
本
和
佐
太
夫
に
「
ち
」
の
［ti

］
音
お
よ
び
「
つ
」
の
［du

］

音
ま
で
も
併
せ
て
特
徴
的
に
聞
か
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
和
佐
太

夫
と
い
う
太
夫
の
癖
と
思
わ
れ
る
し
、
か
つ
そ
れ
が
美
声
家
（
声
屋
）

の
語
り
口
の
特
徴
で
は
な
い
か
、
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
諸
音
源
に
多
数
確
認
さ
れ
た
「
つ
」
の

［tu

］
音
が
、
義
太
夫
浄
瑠
璃
節
の
表
現
と
は
無
関
係
の
要
因
、
す

な
わ
ち
個
人
的
な
条
件
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
第
一
は
地
域
性
で
あ
る
。
音
韻
の
歴
史
的
考
察
に
お
い
て
述

べ
た
よ
う
に
、「
つ
」
の
［tu

］
音
は
現
在
に
お
い
て
も
、
四
国
お

よ
び
九
州
の
一
部
に
お
い
て
発
音
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
該
当
地

域
出
身
の
太
夫
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
染
太
夫
、
大
島
太
夫
、
土

佐
太
夫
、
津
太
夫
、
呂
太
夫
と
な
る
が
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
見

出
さ
れ
る
の
は
染
太
夫
の
み
で
あ
り
、
相
関
性
を
持
た
な
い
。
ま

た
、
そ
の
染
太
夫
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
地
方
性
に
還
元
す
る
こ
と

は
、
他
の
太
夫
と
の
比
較
か
ら
し
て
も
む
し
ろ
正
し
く
は
な
い
。
な

お
、
七
世
竹
本
土
佐
大
夫
の
発
声
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
「
つ
」
の

［tu

］
音
が
確
認
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
ご
く
一
部
に
聴
き
取
ら

れ
る
の
み
で
あ
り）

（1
（

、
個
人
的
な
条
件
（
訛
も
含
む
）
と
い
う
ほ
ど
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
性
に
つ
い
て
は
除
外
し
て

考
え
て
よ
い
と
判
断
す
る
。

第
二
は
発
音
上
の
癖
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
つ
」
の
［tu

］

音
を
発
す
る
太
夫
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
個
人
的
資
質
に
よ

る
も
の
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
多
数
確
認
さ
れ
た

太
夫
た
ち
は
い
ず
れ
も
、
す
べ
て
の
「
つ
」
音
を
破
擦
無
く
あ
る
い

は
弱
体
化
さ
せ
ず
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
確
認
数
が

わ
ず
か
で
あ
っ
た
太
夫
の
場
合
、
そ
の
箇
所
だ
け
が
生
理
的
条
件
等

で
破
擦
音
が
弱
体
化
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
現
象
で
あ

る
。
し
か
も
、
大
正
期
の
終
焉
と
と
も
に
、
義
太
夫
節
の
音
源
か
ら

「
つ
」
の
［tu

］
音
が
聞
か
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
も
、
仮
に
個
人

的
資
質
に
還
元
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
昭
和
期
以
降
に
活
躍

し
録
音
を
残
し
た
数
多
く
の
太
夫
か
ら
、
当
該
音
が
ま
っ
た
く
聞
き

取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
こ
そ
、
む
し
ろ
異
常
な
こ
と
と

し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
や
は
り
、
大

正
期
を
境
に
し
て
語
り
口
そ
の
も
の
が
変
化
し
た
、
具
体
的
に
は

「
つ
」
の
［tu

］
音
に
よ
っ
て
一
定
の
表
現
を
意
図
し
て
い
た
太
夫

た
ち
の
死
に
よ
っ
て
、
義
太
夫
節
に
変
化
が
訪
れ
た
と
考
え
る
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
変
化
と
は
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

（（



第
三
は
美
声
家
（
声
屋
）
の
語
り
口
の
特
徴
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

ま
ず
、
美
声
家
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
聞
き
手
に
よ
る
主
観
的
な

認
定
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
客
観
的
な
基
準
と
し
て
『
義
太
夫
年
表　

明
治
篇
』『
同　

大
正
篇
』
に
美
声
（
音
）
家
と
し
て
の
記
載
が
あ

る
太
夫
を
取
り
出
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
摂
津
大

掾
、
相
生
太
夫
、
朝
太
夫
、
土
佐
太
夫
、
南
部
太
夫
、
角
太
夫
、
雛

太
夫
、
錣
太
夫
、
越
登
太
夫
と
な
り
、「
つ
」
の
［tu

］
音
の
有
無

は
相
半
ば
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
と
断
定
で
き
る
ほ
ど
の
相
関
性
は

な
い
。
し
か
も
、
明
治
期
の
大
立
者
で
あ
る
摂
津
大
掾
に
関
し
て

は
、
唯
一
残
さ
れ
た
音
源
が
わ
ず
か
一
〇
分
ほ
ど
で
あ
り
、
し
か

も
、
そ
の
録
音
結
果
に
不
満
を
抱
い
た
摂
津
大
掾
は
向
後
一
切
の
吹

き
込
み
を
拒
絶
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
確

認
で
き
な
か
っ
た
太
夫
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
あ
る
共
通
点
が
浮

か
び
上
が
っ
て
も
く
る
。
そ
れ
は
、
思
う
が
ま
ま
美
声
を
振
り
回
し

て
大
い
に
観
客
を
わ
か
せ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
一

音
の
例
外
的
な
発
声
に
頓
着
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る）

（1
（

。
な
お
、
土
佐
太
夫
に
つ
い
て
は
、
幕
内
で
は
美
声
家

で
は
な
い
と
い
う
評
価
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
や
は
り
、

美
声
家
の
特
徴
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
は
問
題
を
残
す
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る）

（1
（

。

最
後
に
太
夫
の
系
譜
に
よ
る
個
人
差
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
義
太
夫
節
浄
瑠
璃
の
作
品
や
詞
章
そ
の
も
の
と
は
関
係
な
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
芸
の
伝
承
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
ま
さ
に
義

太
夫
節
の
語
り
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
系
譜
で
あ
る

が
、
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
人
形
浄
瑠
璃
は
、
大
き
く
二
つ
の
劇

場
に
よ
る
競
合
状
態
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
大
阪

西
郊
の
松
島
か
ら
御
霊
神
社
境
内
を
活
動
の
拠
点
と
し
た
文
楽
座

（
文
楽
系
）
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
形
で
旗
揚
げ
し
、
彦
六
座
―
稲
荷

座
―
明
楽
座
―
堀
江
座
―
近
松
座
と
退
転
と
再
興
を
繰
り
返
し
た
非

文
楽
系
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
東
京
を
中
心
に
活
躍
し
た
太
夫
陣

（
東
京
系
）
が
加
わ
る
か
ら
、
実
態
的
に
は
三
極
分
立
状
態
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
こ
の
分
類
法
に
よ
れ
ば
、「
つ
」
の
［tu

］
音
は
非

文
楽
系
お
よ
び
東
京
系
の
太
夫
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も

ち
ろ
ん
、
相
互
に
出
入
り
も
あ
れ
ば
交
流
も
あ
る
の
で
、
ま
っ
た
く

分
離
独
立
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
か
ら
、
該
当

す
る
太
夫
に
つ
い
て
も
そ
の
芸
歴
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ま
ず
住
太
夫
で
あ
る
が
、
彼
は
終
生
非
文
楽
系
に
あ
っ
て
三
段

目
切
・
四
段
目
切
を
勤
め
た
主
力
太
夫
で
あ
る
。
春
子
太
夫
も
ま
た

生
涯
を
通
じ
て
非
文
楽
系
を
支
え
続
け
、
世
に
春
子
節
と
謳
わ
れ
た

語
り
口
を
特
徴
と
す
る
太
夫
で
あ
る
。
雛
太
夫
は
素
義
の
出
で
あ
る

が
、
非
文
楽
系
の
紋
下
を
勤
め
た
五
世
竹
本
組
太
夫
の
門
下
で
あ

る
。
東
京
系
の
相
生
太
夫
と
和
佐
太
夫
は
、
と
も
に
こ
れ
も
東
京
で

活
躍
し
た
太
夫
（
前
者
は
初
世
竹
本
綾
瀬
太
夫
、
後
者
は
五
世
竹
本
津
賀
太

夫
）
を
師
匠
と
し
、
文
楽
系
か
否
か
の
二
分
法
を
適
用
す
れ
ば
非
文

（（



義
太
夫
節
一
段
に
お
い
て
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
た
か
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
る
。『
全
集 

日
本
吹
込
み
事
始
』
を
例
に
取
る
と
、

「
つ
」
の
［tu

］
音
が
録
音
さ
れ
た
詞
章
の
ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
っ
て

聴
取
さ
れ
た
も
の
は
、
袖
萩
の
語
る
祭
文
、
お
染
の
ク
ド
キ
、
朝
顔

の
ク
ド
キ
と
、
い
ず
れ
も
そ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
が
衷
心
衷
情
を
述

べ
る
部
分
で
あ
る
。
特
定
の
部
分
に
お
い
て
聴
取
さ
れ
た
も
の
は
、

「
裏
門
」
で
伴
内
の
チ
ャ
リ
が
終
わ
っ
た
段
切
の
、
お
軽
と
勘
平
が

道
行
に
掛
か
ろ
う
と
い
う
抒
情
的
な
地
の
表
現
、「
野
崎
村
」
で
は

お
染
の
出
に
か
か
る
と
こ
ろ
の
地
の
部
分
で
あ
る
。
逆
に
聴
取
に

よ
っ
て
確
認
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も
男
性
に
関
す
る
詞
章

あ
る
い
は
女
性
で
あ
っ
て
も
切
迫
し
た
急
速
調
の
語
り
の
部
分
で
あ

る
。『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
、
煩
を
厭
わ
ず
列
挙
し
て
み
る
。
住
太
夫
は
残
さ
れ
た

唯
一
の
録
音
が
「
酒
屋
」
の
ほ
ぼ
全
段
の
み
で
あ
る
が
、
そ
こ
こ
こ

に
聴
取
さ
れ
た
。
そ
の
す
べ
て
が
お
園
の
ク
ド
キ
ま
た
は
地
の
部
分

で
あ
り
、
録
音
箇
所
最
後
の
お
通
の
詞
に
現
れ
た
「
ち
」
の
［ti

］

音
も
、
他
に
は
あ
ま
り
例
を
見
ず
特
徴
的
で
あ
る
。
染
太
夫
は
、

「
尼
ヶ
崎
」
に
お
い
て
は
許
嫁
初
菊
の
ク
ド
キ
お
よ
び
地
、
そ
し
て

光
秀
の
妻
操
の
ク
ド
キ
に
聴
取
さ
れ
、「
合
邦
」
に
お
い
て
は
、
立

女
方
玉
手
御
前
の
出
の
部
分
の
地
に
加
え
て
そ
の
ク
ド
キ
、
さ
ら

に
、
浅
香
姫
の
地
お
よ
び
百
万
遍
の
唱
名
部
分
に
も
存
在
し
た
。
時

太
夫
の
録
音
で
は
「
紙
治
内
」
冒
頭
で
の
お
さ
ん
の
ク
ド
キ
に
至
る

楽
系
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
文
楽
系
に
お
い
て
「
つ
」
の

［tu
］
音
が
見
出
さ
れ
た
二
人
の
太
夫
の
系
譜
は
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
、
染
太
夫
は
非
文
楽
系
の
四
世
竹
本
住
太
夫
を
師
と
し
、

文
楽
座
を
代
表
す
る
摂
津
大
掾
と
は
対
峙
す
る
存
在
で
あ
り
、
摂
津

大
掾
の
引
退
と
軌
を
一
に
し
て
自
身
も
現
役
の
座
を
退
い
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
摂
津
大
掾
が
中
心
太
夫
と
な
っ
て
君
臨
し
て
い
た
文
楽

座
の
系
譜
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
む
こ
と
は
、
適
当
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
七
五
三
太
夫
は
そ
の
摂
津
大
掾
の
門
弟
で
は
あ
る

が
、
芸
風
確
立
期
に
東
京
お
よ
び
非
文
楽
系
へ
出
演
し
て
お
り
、
独

自
の
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
じ
文
楽
系
に
お
け
る
時
太
夫
お
よ
び
南
部
太
夫
に
つ
い
て

は
、
と
も
に
摂
津
大
掾
を
師
匠
と
し
た
一
貫
し
て
純
文
楽
系
の
太
夫

で
あ
る
し
、
一
方
の
非
文
楽
系
の
代
表
と
も
言
う
べ
き
弥
太
夫
に
は

逆
に
聞
き
取
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
当
然
浮
上
し
て
く
る
。
そ
う
な

る
と
、「
つ
」
の
［tu

］
音
有
無
の
違
い
は
両
系
統
の
ど
ち
ら
に
属

し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
語
り
口
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を

次
の
考
察
主
題
と
す
る
。

五　
「
ク
ド
キ
」
の
表
現
に
お
け
る
「
つ
」
音

ま
ず
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
確
認
さ
れ
た
詞
章
部
分
が
、
そ
の

（（



地
の
部
分
、
お
よ
び
「
十
種
香
」
冒
頭
で
の
濡
衣
の
ク
ド
キ
に
至
る

地
の
部
分
で
あ
る
。
続
い
て
南
部
太
夫
に
つ
い
て
は
、「
寺
子
屋
」

で
の
千
代
の
ク
ド
キ
、
同
じ
く
松
王
丸
が
嘆
く
詞
か
ら
地
に
移
る
カ

カ
リ
の
部
分
、
段
切
で
の
千
代
・
松
王
丸
夫
婦
の
哀
感
を
描
く
い
ろ

は
送
り
の
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
最
後
に
、
越
登
太
夫
は
「
長
局
」

で
自
害
を
決
意
し
た
中
老
尾
上
の
衷
情
を
描
く
地
の
部
分
で
あ
る
。

次
は
「
駒
木
山
城
中
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
お
政
の
ク
ド
キ
の
部 

分
か
ら
で
、
七
五
三
太
夫
、
雛
太
夫
、
そ
し
て
呂
太
夫
か
ら
聞
き 

取
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
、
そ
の
他
と
し
て
は
大
隅
太
夫
の

「
鰻
谷
」
に
お
け
る
お
妻
の
ク
ド
キ
と
、「
正
清
本
城
」
で
の
雛
絹
の

ク
ド
キ
が
、
既
に
指
摘
し
た
音
源
に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た 

箇
所
で
あ
る
。
越
登
太
夫
の
分
に
関
し
て
は
既
出
の
ク
ド
キ
部
分
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
聴
取
さ
れ
た
の
は
、
作
品

中
の
主
役
女
性
が
自
ら
の
心
中
を
吐
露
し
、
観
客
の
琴
線
に
触
れ
る

語
り
を
聞
か
せ
る
「
ク
ド
キ
」（「
サ
ハ
リ
」）
と
呼
ば
れ
る
部
分
と
、

そ
の
心
情
が
快
速
調
に
奏
演
さ
れ
て
い
く
「
ノ
リ
間
」
の
箇
所
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
は
、
客
の
耳
を
喜
ば
せ
る
聞
か
せ
ど
こ

ろ
で
あ
り
、
人
口
に
膾
炙
し
た
部
分
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
物
語
の
進
行
よ
り
も
い
か
に
美
的
か
つ
哀
切
に
語
り
聞
か
せ
る

か
に
力
点
が
置
か
れ
、
そ
の
発
声
に
お
い
て
も
十
分
留
意
す
る
意
識

が
働
き
、
溜
め
て
発
音
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
耳
に
障
る
破
擦
音
が
解
消
さ
れ
「
つ
」
音

が
耳
立
つ
こ
と
も
な
く
な
る
。
ま
た
、
通
常
の
「
つ
」
の
［tsu

］

音
も
、
破
擦
が
低
減
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
代
日
本
語
に
通
常
き

か
れ
る
「
つ
」
音
と
比
べ
て
柔
ら
か
に
響
く
音
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
納
得
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
「
ク
ド
キ
」
部
分

を
語
っ
て
聴
衆
を
陶
酔
に
導
く
太
夫
の
多
く
は
、
美
声
を
以
て
鳴
る

艶
物
語
り
と
通
底
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が

美
声
家
（
声
屋
）
の
語
り
口
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
理
解
さ
れ
た
の

は
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
非
文
楽
系

（
東
京
系
を
含
む
）
の
太
夫
に
多
く
聴
取
さ
れ
、
文
楽
系
の
太
夫
に
は

少
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
も
説
明
が
付
く
の
で
あ
る
。
前
述
『
安

原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
の
旧
蔵
者
安
原
仙
三
は
、
た
だ
義
太
夫
節
の
レ

コ
ー
ド
を
収
集
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
成
果
か
ら
得
ら
れ
た
各

音
盤
に
関
す
る
分
析
や
、
各
奏
演
者
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
綿
密
な

論
考
を
残
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
か
ら
一
部
を
次
に
引
用
す
る
。

之
等
和
佐
太
夫
の
レ
コ
ー
ド
に
し
て
も
又
前
記
相
生
太
夫
の
レ

コ
ー
ド
に
し
て
も
、
聞
い
て
見
る
と
語
り
口
が
今
頃
の
様
な
理

智
的
語
り
口
で
な
く
し
て
、
面
白
く
聞
か
せ
る
と
云
ふ
風
な
語

り
方
で
あ
る
事
は
注
意
す
べ
き
事
と
思
ひ
ま
す
。
好
い
悪
い
は

勿
論
別
問
題
で
す）

11
（

。
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東
京
で
は
春
子
の
も
の
が
非
常
に
歓
迎
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ

事
で
す
が
東
京
人
に
は
春
子
の
様
な
歌
ふ
浄
瑠
璃
が
向
く
の
で

せ
う）

1（
（

。

越
登
の
此
の
サ
ワ
リ
レ
コ
ー
ド
は
割
合
に
よ
く
売
れ
た
の
で
当

時
古
靱
は
不
満
で
あ
つ
た
由

越
登
の
レ
コ
ー
ド
に
喰
は
れ
て
自
分
の
は
売
れ
ぬ
と
こ
ぼ
し
た

由）
11
（最

初
の
引
用
に
見
え
る
「
今
頃
の
様
な
理
智
的
語
り
口
」
と
は
、

満
を
持
し
て
文
楽
座
の
紋
下
に
就
任
し
、
絶
大
な
支
持
と
人
気
を

誇
っ
て
義
太
夫
界
に
君
臨
し
た
二
世
豊
竹
古
靱
太
夫
の
語
り
口
を
指

し
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
古
靱
太
夫
の
登
場
以
前
と
以
後
で
、
義
太
夫

節
の
語
り
方
は
一
変
し
た
と
す
る
定
説
が
、
こ
こ
で
も
証
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
古
靱
太
夫
の
影
響
が

絶
対
的
な
も
の
と
な
っ
た
昭
和
前
期
以
降
に
録
音
さ
れ
た
義
太
夫
節

音
源
か
ら
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
ま
っ
た
く
聴
取
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
発
音
が
語
り
口
の
問
題
と
大
き
く
関
わ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
三
業
の
う
ち

の
人
形
遣
い
か
ら
も
興
味
深
い
発
言
が
聞
か
れ
る
。
大
正
か
ら
昭
和

前
期
の
女
形
を
代
表
す
る
吉
田
文
五
郎
（
の
ち
受
領
し
て
難
波
掾
）
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

袖
萩
の
祭
文
に
し
ま
し
て
も
、
あ
の
こ
ん
が
ら
か
つ
た
、
陰
氣

な
、
む
づ
か
し
い
、
そ
し
て
長
丁
場
の
芝
居
は
、
中
々
に
厭
き

が
來
ま
す
。
そ
れ
で
袖
萩
が
彈
く
祭
文
を
、
三
味
の
手
を
少
し

華
や
か
に
し
た
も
の
が
出
來
ま
し
た
。
そ
れ
を
理
づ
め
一
つ

で
、
雪
の
中
で
哀
れ
に
語
る
の
で
あ
る
か
ら
と
い
ふ
の
で
、
ど

こ
ま
で
も
陰
氣
に
語
り
、
陰
氣
に
彈
い
た
の
で
は
お
客
は
退
屈

し
ま
す
。（
中
略
）

兎
も
角
、
近
來
は
理
づ
め
で
ば
か
り
論
ぜ
ら
れ
た
り
、
語
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
が
多
す
ぎ
る
や
う
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
爲
に

人
形
の
振
も
何
も
ほ
つ
た
ら
か
し
に
し
て
構
は
ぬ
と
云
つ
た
調

子
に
な
つ
て
來
た
の
は
残
念
で
あ
り
ま
す）

11
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文
五
郎
は
明
治
か
ら
大
正
初
期
ま
で
は
非
文
楽
系
の
諸
座
で
活
躍

し
て
お
り
、
文
楽
座
で
初
世
吉
田
栄
三
に
次
ぐ
別
書
出
し
と
い
う
位

置
に
納
ま
っ
た
の
が
昭
和
初
期
、
す
な
わ
ち
古
靱
太
夫
が
第
一
人
者

と
し
て
斯
界
を
リ
ー
ド
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
ゆ
え
に
、
理
智

的
な
語
り
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
一

つ
の
見
方
を
提
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
引
用
し

た
安
原
仙
三
に
よ
る
、
大
正
末
年
に
お
け
る
越
登
太
夫
の
各
義
太
夫

節
の
聞
き
所
を
一
乃
至
二
枚
の
音
盤
に
収
め
て
発
売
し
た
サ
ワ
リ
レ

コ
ー
ド
が
、
古
靱
太
夫
の
ほ
ぼ
全
段
を
録
音
し
た
語
り
物
レ
コ
ー
ド

を
圧
倒
し
て
い
た
と
い
う
証
言
は
、
そ
の
ま
ま
、
越
登
太
夫
の
語
り

（（



に
「
つ
」
の
［tu

］
音
が
数
多
く
採
取
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
、
別

側
面
か
ら
補
強
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
音
韻

の
問
題
に
関
し
て
は
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が
日
常
的
な
側
面
か
ら

は
す
で
に
消
滅
し
て
久
し
い
と
い
う
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
音
韻
の

変
遷
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
現
行

の
語
り
口
に
お
い
て
も
、「
く
わ
」「
ぐ
わ
」
音
が
「
か
」「
が
」
音

に
吸
収
さ
れ
て
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
と
同
一
線
上
に
あ
る

も
の
で
あ
る
。

次
に
、
東
京
系
の
両
太
夫
お
よ
び
非
文
楽
系
の
旗
手
と
も
言
う
べ

き
春
子
太
夫
に
つ
い
て
は
言
及
し
た
か
ら
措
く
と
し
て
、
そ
れ
以
外

の
非
文
楽
系
太
夫
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
つ
」
の
［tu

］
音
を
有
す

る
語
り
口
が
あ
っ
た
こ
と
の
理
由
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
端
的
に
言
え
ば
、
非
文
楽
系
の
義
太
夫
節
が
、
明
治
期
を
代
表

す
る
三
味
線
二
世
豊
沢
団
平
の
薫
陶
を
受
け
て
い
た
こ
と
と
関
係
が

あ
る
だ
ろ
う
。
団
平
は
多
数
の
作
品
を
作
曲
し
、
節
付
け
も
改
め
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
常
に
義
太
夫
節
の
音
曲
的
側
面
を

重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
「
風
」
と
い
う
も
の
を
最
高
位
に
置
い
て
い

た
。
も
ち
ろ
ん
、
団
平
が
「
つ
」
の
［tu

］
音
の
伝
承
あ
る
い
は
表

現
法
を
保
持
し
、
そ
れ
を
各
太
夫
に
叩
き
込
ん
だ
と
い
う
確
証
は
な

い
し
、
面
白
く
聞
か
せ
た
り
歌
浄
瑠
璃
を
推
奨
し
た
わ
け
で
も
無
論

な
い
。
し
か
し
、
古
人
の
風
を
糺
し
、
音
楽
性
に
神
経
を
張
り
巡
ら

せ
た
団
平
が
、
発
音
に
つ
い
て
も
留
意
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に

無
理
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
団
平
が
そ
の
生
涯
を
掛
け

て
一
人
前
の
太
夫
に
し
た
大
隅
太
夫
に
は
、「
つ
」
の
［tu

］
音
が

わ
ず
か
一
箇
所
し
か
聴
取
で
き
な
い
こ
と
を
ど
う
処
理
す
る
か
と
い

う
問
題
が
残
る
。
こ
れ
は
、
悪
声
の
大
隅
太
夫
が
写
実
と
い
う
方
法

で
も
っ
て
自
ら
の
語
り
口
を
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
ク
ド

キ
」（「
サ
ハ
リ
」）
に
そ
の
特
徴
を
示
す
太
夫
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
と
な
れ
ば
、
先
に
あ
げ
た
六
世
の
土
佐
太
夫
が
幕
内
で
は
艶

物
語
り
で
な
く
む
し
ろ
コ
ト
バ
語
り
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
、
師
匠
で
あ
る
大
隅
太
夫
の
写
実
を
最
も
よ
く
継
承
し
て
い
た
ゆ

え
と
考
え
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
非
文
楽
系

の
一
方
の
極
で
あ
っ
た
弥
太
夫
の
奏
演
に
も
、「
つ
」
の
［tu

］
音

が
聴
取
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
付
け
と
も
な
る
。
弥
太
夫
は

「
ク
ド
キ
」（「
サ
ハ
リ
」）
を
ゆ
っ
た
り
と
聞
か
せ
る
と
は
正
反
対
の
、

い
ぶ
し
銀
の
渋
い
語
り
を
身
上
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
文
楽
系
の
太
夫
に
つ
い
て
も
援
用
し
て
み

よ
う
。
昭
和
の
文
楽
を
牽
引
し
た
古
靱
太
夫
が
理
想
と
し
た
の
は
、

前
記
大
隅
太
夫
と
大
正
期
文
楽
座
の
紋
下
三
世
竹
本
越
路
太
夫
で
あ

り
、
越
路
太
夫
も
ま
た
粋
な
渋
い
語
り
口
で
一
世
を
風
靡
し
た
太
夫

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
古
靱
太
夫
そ
し
て
土
佐
太
夫
と
並
ん
で
三
巨

頭
と
称
さ
れ
た
三
世
津
太
夫
に
つ
い
て
も
、
艶
物
語
り
と
は
対
極
に

あ
る
豪
快
か
つ
世
俗
的
な
語
り
で
知
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
摂
津

大
掾
が
大
正
二
年
に
引
退
後
、
昭
和
一
七
年
に
古
靱
太
夫
が
紋
下
に

（（



就
任
す
る
ま
で
の
間
に
つ
い
て
も
、
越
路
太
夫
と
津
太
夫
と
い
う
二

人
の
紋
下
か
ら
し
て
、「
ク
ド
キ
」（「
サ
ハ
リ
」）
で
聞
く
者
を
陶
酔

さ
せ
る
こ
と
を
身
上
と
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
太
夫
の
影
響
下

に
、
文
楽
系
の
太
夫
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
中
に

あ
っ
て
時
太
夫
と
南
部
太
夫
に
は
「
つ
」
の
［tu

］
音
が
多
数
聴
取

さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
両
太
夫
が
美
声
の
艶
物
語
り
と
し

て
君
臨
し
た
摂
津
大
掾
を
師
匠
と
し
、
時
太
夫
は
大
き
く
良
い
声
で

あ
り
、
と
り
わ
け
南
部
太
夫
は
摂
津
大
掾
そ
っ
く
り
と
い
う
語
り
口

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
サ
ハ
リ
レ
コ
ー
ド
の
売
れ
行
き
が

好
調
だ
っ
た
越
登
太
夫
は
、
入
門
時
の
師
匠
は
越
路
太
夫
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
語
り
口
は
小
南
部
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
や
は
り
摂

津
大
掾
の
面
影
が
色
濃
い
語
り
口
な
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
明
治
・
大
正
期
の
義
太
夫
節
に
あ
っ
て
、
聞
き
所
ど
こ
ろ

と
し
て
の
「
ク
ド
キ
」（「
サ
ハ
リ
」）
を
中
心
と
し
た
、
ゆ
っ
た
り
と

し
て
耳
に
心
地
よ
い
、
母
音
を
響
か
せ
る
引
き
字
も
多
い
箇
所
に
、

破
擦
が
な
い
あ
る
い
は
軽
減
さ
れ
た
「
つ
」
の
［tu

］
音
が
頻
出
し

て
い
る
と
い
う
事
実
は
、「
ク
ド
キ
」
の
表
現
を
得
意
と
し
た
語
り

口
の
太
夫
を
中
心
に
、
耳
に
立
つ
破
擦
で
な
い
響
き
で
調
音
し
聞
か

せ
よ
う
と
し
た
、
音
曲
性
の
結
実
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
最
も
適

当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
謡
曲
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
音

で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
京
阪
の
語
り
物
に
お
い
て
伝
承

さ
れ
て
き
た
音
を
意
識
的
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
可
能
性
も

存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
確
認
し
た
音
源
か
ら
得
ら
れ
た

結
果
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
期

に
至
っ
て
当
該
音
が
聞
こ
え
て
こ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
日

常
的
発
音
に
お
い
て
は
姿
を
消
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
非
文
楽
系

が
退
転
す
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
た
こ
と
で
、
義
太
夫
節
の
主
流
か

ら
外
れ
た
太
夫
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
た
「
つ
」［tu

］
音
も
ま
た
、

そ
の
太
夫
の
死
と
と
も
に
消
滅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
と
も
考
え

ら
れ
る
。
大
正
の
末
年
に
お
い
て
、
次
代
の
旗
手
と
な
る
理
知
的
語

り
口
の
古
靱
太
夫
を
レ
コ
ー
ド
の
売
れ
行
き
を
以
て
凌
駕
し
て
い
た

美
声
家
の
越
登
太
夫
が
、
大
正
の
終
わ
り
と
と
も
に
あ
っ
け
な
く
夭

折
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
象
徴
的
な
出
来
事
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
世
豊
竹
古
靱
太
夫
、
戦
後
受
領
し
て
豊
竹
山
城
少
掾
と
な
っ
た

太
夫
の
近
代
合
理
的
・
理
知
的
な
義
太
夫
節
が
な
け
れ
ば
、
人
形
浄

瑠
璃
文
楽
は
あ
の
混
乱
し
た
戦
後
か
ら
今
日
ま
で
、
そ
の
命
脈
を
保

つ
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
山
城
風
」

は
観
客
そ
し
て
時
代
の
要
請
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

い
わ
ゆ
る
近
代
化
が
確
立
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
失
わ
れ
て
い
っ
た

も
の
も
多
い
。
近
代
の
延
長
線
上
に
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
人
形
浄

（0



瑠
璃
文
楽
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
と
い
う
名

誉
を
獲
得
し
た
と
は
い
え
、
か
つ
て
人
口
に
膾
炙
し
た
ク
ド
キ
の
名

文
句
は
も
は
や
死
語
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
く

わ
」「
ぐ
わ
」
音
も
消
滅
の
危
機
に
あ
る
現
在
、
読
ま
れ
る
テ
キ
ス

ト
と
し
て
字
幕
も
完
備
さ
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
い
か
け
な
が
ら

「
情
」
に
心
打
た
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
文
楽
の
鑑
賞
と
す
る
と
い
う

行
き
方
は
、
は
た
し
て
古
典
芸
能
と
い
う
豊
穣
な
大
地
に
お
け
る
収

穫
作
業
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
の
雑
音
の
中

か
ら
聞
こ
え
て
き
た
「
つ
」
の
［tu
］
音
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る

こ
と
は
、
痩
せ
細
っ
た
地
面
を
掘
り
起
こ
し
賦
活
さ
せ
る
意
味
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
） 「
身
の
上
を
申
し
上
ぐ
る
始
り
は
、
そ
れ
な
る
初
（
は
つ
［tn
］）
音
の

鼓
（
つ
［tsu

］
づ
［zu

］
み
）。
桓
武
天
皇
の
御
宇
、
内
裏
に
雨
乞
ひ

あ
り
し
時
、
こ
の
大
和
国
に
千
年
功
ふ
る
雌
狐
（
ぎ
つ
［tn

］
ね
）
雄

狐
（
ぎ
つ
［tn

］
ね
）」

（
２
） 

音
韻
学
上
の
表
記
に
従
い
、
発
音
記
号
を
［　

］
で
示
し
た
。

（
３
） 「
つ
」
が
通
常
の
［tsu

］
音
で
は
な
く
［tu

］
音
で
あ
る
場
合
、
識
別
の

た
め
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
し
た
。「
づ
」
の
［du

］
音
・「
ち
」
の
［ti

］
音
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
４
） 

第
九
三
回
文
楽
公
演
（
国
立
文
楽
劇
場
）
で
の
岩
永
役
竹
本
津
国
大
夫

な
ど
。

（
５
）
文
字
通
り
団
栗
眼
で
、
空
威
張
り
す
る
端
敵
役
に
は
最
適
の
カ
シ
ラ
で

あ
る
。

（
６
） 

国
語
学
や
国
語
音
韻
論
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
本
稿
の
範
疇
で
は
な
い
。
あ

く
ま
で
も
義
太
夫
節
の
論
考
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
、
必
要
最
低
限
の

確
認
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
７
） 

佐
藤
亮
一
「
現
代
日
本
語
の
発
音
分
布
」（『
現
代
日
本
語
講
座
第
３
巻

発
音
』
三
三
頁
。
明
治
書
院
、
平
成
一
四
年
一
月
）

（
８
） 「
室
町
時
代
音
韻
の
音
価
お
よ
び
変
遷
」（『
国
語
音
韻
論
』
一
二
〇
・
一

二
一
頁
。
風
間
書
院
、
昭
和
四
六
年
四
月
）

（
９
） 「
前
記
口
中
開
合
を
再
記
せ
ば
左
の
如
し

 

さ
し
す
せ
そ　

齒
（
は
）
に
應
（
お
う
）
ず

 

た
ち
つ
て
と　

舌
（
し
た
）
に
輕
（
か
ろ
）
く
應
ず

 

な
に
ぬ
ね
の　

舌
（
し
た
）
に
重
（
お
も
）
く
應
ず
」

（
（0
） 

舌
の
位
置
と
調
音
器
官
に
つ
い
て
、
サ
行
は
「
舌
本　

兼
齒
」、
タ
行
は 

「
舌
中　

當
齶
」
と
区
別
し
て
い
る
。「
つ
」
音
に
つ
い
て
は
、「
惣
し
て

ツ
の
音
の
字
ハ
一
字
に
て
も
二
字
に
て
も
つ
め
て
唱
へ
或
ハ
の
み
て
う

つ
り
又
ハ
ち
ト
唱
へ
替
と
か
く
直
に
は
唱
へ
ず
」
と
、
特
別
に
記
載
が

あ
る
。
ま
た
、「
ぢ
」「
づ
」
は
「
じ
」「
ず
」
と
異
な
り
、「
腮あ

ぎ
とへ

舌
を

當
て
唱
ふ
べ
し
」
と
明
記
し
て
い
る
。

（
（（
） 

Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
「
京
観
世
を
た
ず
ね
て
」（
Ｃ
Ｂ
Ｓ
ソ
ニ
ー
、
一
九
八
〇

年
）

（
（（
） 
浄
瑠
璃
の
冒
頭
に
は
そ
の
「
風
」
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、 

岩
永
の
当
該
部
分
が
意
識
的
に
伝
承
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。

（（



（
（3
） 『
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
『
音
盤
目
録
Ⅰ
・
Ⅱ
』

（
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
平
成
一
一
年
三
月
）
に
は
盤
面
の
発
売
（
録

音
）年
月
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
た
め
、『
放
送
文
化
財
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

保
存
目
録　

義
太
夫
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
昭
和
四
一
年
一
月
）
を
参
照
し
た
。

（
（（
） 

岡
田
則
夫
「
英
国
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
レ
コ
ー
ド
」（『
全
集 

日
本
吹
込
み
事

始
』「
解
説
冊
子
」
二
〇
頁
）

（
（（
） 

国
立
国
語
研
究
所
五
十
嵐
陽
介
教
授
に
判
断
を
お
願
い
し
た
。
な
お
、

こ
の
「
つ
」［tu

］
音
は
、
現
在
の
太
夫
が
発
声
す
る
ノ
ム
音
と
は
全
く

の
別
物
で
あ
る
。

（
（（
） 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
音
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
関
し
て
は
、
矢
成
政
朋
に
詳
論
が
あ
る
。

（「
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
の
複
製
に
つ
い
て　

一
」『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
研
月

報
』
五
（
一
）、
一
二
〜
一
四
頁
。
昭
和
三
〇
年
一
月
、「
同　

二
」『
同
』

五
（
二
）、
九
〜
一
一
頁
。
同
年
二
月
、
お
よ
び
「
音
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

と
義
太
夫
節　

上
」『
芸
能
』
四
（
三
）、
二
一
〜
二
四
頁
。
昭
和
三
七

年
一
月
、「
同　

下
」『
同
』
四
（
四
）
三
六
〜
三
九
頁
。
同
年
二
月
）

（
（（
） 

フ
シ
カ
カ
リ
「
新
吉
原
揚
屋
」「
飾
り
置
い
た
る
筒
（
つ
［tu
］
つ
［tu

］）

守
り
」（『
義
太
夫
節
の
い
ろ
い
ろ
』、
三
味
線
は
Ⅳ
鶴
沢
清
六
）

（
（（
） 

竹
本
朝
太
夫
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

天
性
の
美
声
で
前
受
け
を
狙
っ
て
勝
手
気
ま
ま
に
語
っ
た
か
ら
、

浄
瑠
璃
本
道
か
ら
云
え
ば
乞
食
節
と
し
て
排
斥
さ
れ
た
が
「
堀
川
」

の
鳥
辺
山
、「
明
烏
」
の
山
名
屋
「
小
春
治
兵
ヱ
」
の
紙
屋
、「
卅

三
間
堂
」
な
ど
玉
を
転
ば
す
咽
の
艶
で
婦
女
子
を
魅
了
し
東
京
の

聴
衆
か
ら
辛
辣
な
批
評
も
受
け
ず
に
四
十
四
年
間
人
気
を
つ
な
ぎ

得
た
。

 

（「
太
夫
略
傳
」『
義
太
夫
年
表　

明
治
篇
』
七
八
九
頁
）

ま
た
、竹
本
摂
津
大
掾
に
つ
い
て
も
、以
下
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
　

 

そ
の
頃
す
で
に
退
隠
し
て
い
た
が
、
筑
後
掾
正
流
の
家
元
で
、
斯

界
の
古
老
か
つ
義
太
夫
の
総
取
締
で
あ
っ
た
竹
本
政
太
夫
は
、
越

路
一
派
が
例
の
美
音
を
振
り
ま
わ
し
、
見
台
を
た
た
い
て
伸
び
上

る
よ
う
な
身
振
り
に
、
前
受
け
一
方
の
語
り
口
。
東
京
の
連
中
も

追
い
追
い
か
ぶ
れ
て
来
た
の
で
大
い
に
憤
慨
し
、
取
締
の
格
を
も
っ

て
そ
の
不
心
得
を
戒
め
た
警
告
文
を
発
し
た
。
そ
れ
は
二
十
年
頃

の
こ
と
で
あ
る
。

（
山
本
笑
月
「
演
芸
界
」『
明
治
世
相
百
話
』
六
四
頁
。
中
公
文
庫
、
昭

和
五
八
年
七
月
）

（
（（
） 「
土
佐
太
夫
師
匠
は
、「
十
種
香
」
と
か
「
中
将
姫
」
な
ん
か
を
語
ら
れ
て
、

一
般
に
は
声
の
人
と
い
わ
れ
て
ま
し
た
け
ど
、
先
代
の
越
路
師
匠
は
意

外
に
も
、
土
佐
太
夫
は
コ
ト
バ
語
り
、
古
靱
太
夫
は
地
合
語
り
、
だ
と

い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。」

（
高
木
浩
志
『
四
代
竹
本
越
路
大
夫
』
六
九
・
七
〇
頁
。
淡
交
社
、
昭
和

五
九
年
三
月
）

（
（0
） 「
義
太
夫
レ
コ
ー
ド
談
義
（
四
）」（『
文
楽
芸
術
』
昭
和
一
七
年
）

（
（（
） 「
義
太
夫
レ
コ
ー
ド
談
義
」（『
上
方
』
昭
和
一
六
年
）

（
（（
） 「
安
原
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
リ
ス
ト
原
本
・
書
入
」（
独
立
行
政
法
人
東
京
文

化
財
研
究
所　

所
蔵
）

（
（3
） 

山
城
少
掾
は
、
ク
ド
キ
等
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

ク
ド
キ
は
當
て
込
ん
だ
り
し
な
い
で
、
せ
い
ぜ
い
引
締
め
て
、
お

園
の
遣
り
場
の
な
い
淋
し
い
心
情
に
、
一
日
で
も
い
か
ら
、
泣
い

て
貰
ふ
や
う
に
語
り
た
い
と
心
懸
け
て
を
り
ま
す
。

（
茶
谷
半
次
郎
『
山
城
少
掾
聞
書
』
一
〇
一
頁
。
和
敬
書
店
、
昭
和
二
四

（（



年
七
月
）

　
　

 

私
と
し
ま
し
て
は
、
い
つ
も
申
す
こ
と
で
す
が
、
も
と
も
と
場
當

り
の
藝
は
や
れ
と
い
は
れ
て
も
柄
に
な
い
ん
で
す
が
、
役
の
氣
持

に
そ
ぐ
は
な
い
、
理
窟
に
合
は
な
い
こ
と
は
な
る
べ
く
喋
り
た
く

な
い
と
考
へ
て
る
だ
け
で
、
昔
な
ら
少
々
の
無
理
や
嘘
が
あ
つ
て

も
、
私
ど
も
は
か
う
習
ひ
ま
し
た
、
な
に
を
申
す
も
狂
言
綺
語
で

ご
ざ
り
ま
す
で
濟
ん
だ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
は
そ
れ
ぢ
や

あ
通
ら
な
い
、
ま
あ
、
そ
の
く
ら
ゐ
は
考
へ
と
り
ま
す
。（
前
掲
同

書
、
二
一
八
頁
）

（
（（
） 

例
え
ば
、
鴻
池
幸
武
は
「
引
窓　

新
橋
演
舞
場
の
素
淨
瑠
璃
」
と
題
し

た
劇
評
に
お
い
て
古
靱
太
夫
の
語
り
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

 

そ
の
表
現
の
組
織
的
な
る
點
に
於
て
、
正
に
引
窓
に
關
し
て
「
古

靱
風
」
を
樹
立
し
た
と
公
評
せ
ら
れ
て
よ
い
と
信
ず
る
。
こ
れ
は

現
代
の
藝
人
と
し
て
此
上
な
い
名
譽
で
あ
る
。

 

（『
淨
瑠
璃
雜
誌
』
三
九
五
、
一
四
頁
。
昭
和
一
五
年
一
一
月
）

（
（（
） 

中
村
泰
昌
『
文
五
郎
藝
談
』
一
五
六
・
一
五
七
頁
。
櫻
井
書
店
、
昭
和

一
八
年
一
一
月
。

※
本
論
攷
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
令
和
六
年
度
科
学
研
究
費
助

成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
と
し
て
採

択
さ
れ
た
、
課
題
名
「
浄
瑠
璃
義
太
夫
節
の
「
風
」
に
関
す
る
考
察
の
新

展
開
―
三
つ
の
新
機
軸
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」
の
研
究
成
果
の
一
部
と

し
て
、
公
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

（3


