
　　
平

假

名

の
研

究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉

澤

義

則

　
手
本
に
於

い
て
い
ろ
は
歌
を
寫
す
に
用
ぴ
ら
れ
て
ゐ
る

叫
體
の
文
字
を
我

々
は
雫
假
名
ど

い
つ
て
ゐ
る
。
而
し
で
こ
の
交
字
は
普
通

空
海

の
作

つ
た
も
の
と
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
平
假
名
を
空
海

の
創
め
た
も
の
だ
と

い
ふ
こ
と
は
古
い
所
傳
で
は
あ
る
が
、
確
な
根
據
が

あ
る
の
で
は
な

い
。

こ
の
所
傳
の
始
め
て
見
え
て
ゐ
る
の
は
大
江
匡
房
の
江
談
で
あ

つ
て
、

　
　
　

天
仁
二
年
八
月
日
向
二小
一
條
亭
↓言
談
之
次
、
問
日
、
假
字
手
本
者
何
時
姶
起
乎
、
叉
何
人
所
レ
作
哉
、
答
云
弘
法
大
餔
御
作
云
々
・
件
事

　
　
　

無
二所
見
↓但
大
女
御
御
薗
筆
假
名
法
華
經
供
養
之
時
、
被
レ行
二御
八
講
↓講
師
南
北
英
才
相
源
爲
コ導
師
噛高
名
清
範
慶
祚
等
之
輩
、
各
振
一富

　
　
,
櫻
那
之
辯
才
一之
後
、
源
信
僧
都
叉
勤
二此
事
輔読
云
、
臼
木
國
者
雖
レ爲
二如
來
之
金
言
輔唯
以
二假
字
一可
レ奉
ド
書
也
、
弘
法
大
師
傳
脅
二
諸
虞

　
　
　

言
梵
字
悉
曇
等
鰥
法
一之
後
寄
二四
歡
法
文
一作
ごイ
"
ハ
ニ
永
ヘ
ト
讃
崩後
、
以
來

一
切
法
交
聖
經
史
書
經
典
、
不
レ離
=此
讃
交
字
輔イ
ロ
ハ

　
　
　

ニ
永
ヘ
ト
字
、
色

ハ
匂

ヘ
ト
ト
云
也
、
不
レ設
二他
事
↓只
以
「庇

一
蟻
一令
レ講
、
而
人
々
皆
驚
レ耳
之
由
、
所
こ傳
聞
一也
、
古
人
日
記
申
在
こ此

　
　
　

事
一云
々
、
叉
問
云
、
然
者
件
弘
法
大
師
御
時
以
往
無
二假
名
一歟
、
日
本
紀
中
假
名
之
日
本
紀
在
之
由
、
慮
外
令
レ
見
如
何
、
答
云
此
事
尤
理

　
　
　

也
、
雖
レ然
只
付
二倭
言
一合
レ之
也
、
イ
ロ
ハ
於
術
彼
時
始
歟
、
先
哲
可
レ尋
也
、

と
あ
る
。

　
古
傅
は
奪
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
を
裏
書
す
る
に
足
る
資
料
が
伸
は
な

い
以
上
は
盧
に
信
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
殊

に
上
代
の
李
假
名

の
姿
を
見
、,
丈
字
の
性
質
を
考

へ
る
時
は
先
づ
新
井
君
美
が
稱

へ
拌
信
友
が
祺
逑
し
た
自
然
發
逹
論
に
賛
同
せ
ざ
る



を
得
な
い
の
で
あ
る
。
白
石
は
同
交
通
考
卷
三
に
於
て

一
條
粂
良
の
日
本
輿
紀
纂
疏
、
右
の
江
談
卜
部
懐
賢

の
釋
H
本
紀
等
の
論
を
見

て
、州
此
諡

昌
ヨ
ル
時

ハ
、
伊
呂
波
ト
イ

フ
モ
ノ

ハ
、
穴
古海
ノ
ツ
ク
レ
リ
ト
イ

フ
事
、
…徴
ト
ス
ベ
キ
寅
軍
ハ
ナ
シ
、
タ
ず
俗
翩
凹
昌
イ
ヒ
ツ
タ

フ
ル
ノ
ミ
ナ
リ
、
叉
字
體

モ
室
海

ノ
始

テ
作

レ
ル
一一
ハ
ア
ラ
ズ
、(
中
略
)
其
字
體
ヲ
見
ル
ニ
オ
ホ
ク
ハ
異
朝

ニ
イ

ハ
ユ
ル
草
法

ヲ
用
ヒ

シ
ト
コ
ロ
也
一
と
読

い
て
ゐ
ら
れ
る
。
實
際
平
假
名

の
や
う
な
文
字
が
或

一
人

の
工
夫
で
出
來

る
筈
の
も
の
で
も
な
し
、
ま
た
或

一
人

が
作

つ
た
と
し
疫
な
ら
ば
、
そ
の
創
作
當
時
に
於
て
は
文
字

は

}
定
し
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
し
、
そ
の
時
代
,に
近
づ
け
ば
近
づ
ぐ
ほ
ど
異

體
が
少
か
つ
た
筈
で
あ
る
の
に
、
事
實
は
寧
ろ
反
對

の
現
象
を
呈
し
て
ゐ
る
。

こ
の
事
實
は
李
假
名
が
多
く

の
手
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ

て
い
っ
た
こ
と
を
物
語

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

㌃

　
平
假
名
と
い
ふ
名
は
江
戸
時
代

に
い
ひ
始
め
た
も
の
で
、
古
く
は
こ
れ
を
女
文
字
或
は
女
乎
と
い
つ
て
ゐ
た
。
土
佐
日
記

に
は
女
文

字
と
い
ふ
名
は
見
え
て
ゐ
な
い
が
、
男
文
字
と
い
ふ
名
が
見
え
て
ゐ
て
、'

そ
れ
が
漢
字
を
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
對

し

て
女
文
字
と

い
ふ
名
が
あ
つ
て
準
假
名
を
呼
ぶ
に
用

ひ
ら
れ
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
宇
津
保
物
語
以
下
の
用
例
か
ら
見
て
も
信
心

ら
れ
よ
う
と
お
も
ふ
。
準
か
な
の
作
者
に
就

い
て
塞
海
論
を
否
定
し
た
私
は
、
こ
の
女
文
字
或
は
女
乎
と
い
ふ
名
稱
か
ら
そ
の
作
者
が

女
子
で
あ
つ
た
と
想
定
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
萬
槃
集
時
代
が
過
ぎ
て
古
今
集
時
代
が
來
る
聞
に
於
て
國
交
學
の
曙
黒
時
代
と
も
い
ふ
べ
き
時
期
が
横
は
つ
て
ゐ
る
。
紀
貫
之
が
古

今
和
歌
集
の
序
で

　
　
　
萬
の
世
の
中
色
に
つ
き
人
の
心
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
だ
な
る
歌
ほ
か
な
き
詞
の
み
出
で
く
れ
ぽ
色
好
み
の
家
に
埋
木
の
人
知
れ
ぬ
こ

　
　
　
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
ほ
花
薄
ほ
に
い
だ
す
ぺ
き
事
に
も
な
ら
ず
な
り
に
た
り

と
い
つ
て
勅
歌

の
蓑
微
を
歎

い
て
ゐ
る
、
そ
の
時
代
が
國
丈
學

の
曙
黒
時
代
で
あ

つ
た
。
和
歌
が
詩
文
の
隆
盛
に
壓
倒
さ
れ
て
し
ま
つ

た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
於
て
丈
藝
は
は
つ
き
り
と
男
の
も
の
と
女
の
も
の
と
に
分
れ
て
し
ま
つ
た
。
即
ち
男
の
交
藝
倣
漢
語
で

表
現
ぜ
ら
れ
鞄
。
少
く
と
も
漢
字
で
寫

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
に
對
し
、

一
方
女
の
丈
藝
は
國
語
で
表
現
せ
ら
れ
假
名
で
寫

さ

れ
た
。
爾
來
文
藝

に
於
け
る
こ
の
男
女

の
分
野
は
、
時
代
を
經
る
に
從
つ
て
順
次
分
界
線
が
ば
や
け
て
來
た
も

の
」
、
大
體
に
於
て
明

治
に
至
る
ま
で
も
そ
の
精
榊
は
央

は
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　

文
藝
界

の
分
野
が
判
然
二
分
さ
れ
る
に
至

つ
た
の
は
、
當
時

の
男
女
教
育
法

に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。
當
時
の
女
子
教
育
は
漢
學
に

は
殆
ど
無
縁

で
あ
つ
た
。
男
子
教
育
に
つ
い
て
は
、
九
條
殿
遣
識
の
中
に
も

　
　
　

凡
成
長
頗
知
二物
情
一之
時
、
朝
讀
二書
傳
一次
學
二手
跡
嚇其
後
許
二諸
遊
識
嚇

と
あ
っ
て
、
漢
學
の
學
習
が
そ
の
第

唱
に
數

へ
'あ
げ
て
あ
ゐ
が
、
女

子
教
育
に
な
る
と
、

　
　
　

村
上
の
御
時
宣
耀
殿
の
女
御
と
き
こ
え
け
る
ほ
、
小
蒜
條
左
大
臣
の
御
女
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ぽ
、
誰
か
は
知
り
き
こ
え
ざ
ら
ん
、
ま
だ
姫

　
　
　

霜
に
お
は
し
け
る
時
父
大
臣
の
歡
へ
聞
え
さ
ぜ
給
ひ
け
る
は
、
一
に
ほ
御
手
を
な
ら
ひ
給

へ
、
次
に
犀
の
御
こ
と
を
い
か
で
人
に
彈
き
ま
さ

　
　
　

ん
と
お
ぼ
せ
、
さ
て
古
今
の
歌
廾
卷
を
皆
う
か
べ
さ
せ
給
は
ん
を
御
學
問
に
は
せ
さ
せ
給

へ
と
な
ん
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
(枕
册
子
)

と
あ
つ
て
、
漢
學

の
事
は
見

え
て
を
ら
ず
、
・全
部
趣
味
の
敷
育

で
あ
つ
た
。
尤
も

こ
れ
は
上
流
瓧
會

の
事
で
あ

つ
て
、
中
流
瀧
會
に
な

る
と
染
織
裁
縫
な
ど
主
婦
と
し
て
實
生
活

に
必
要
な
幾
多
の
知
識
技
能
を
用
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
つ
た

こ
と
は
、
源
氏
物
語
箒
木

卷
の
雨
夜
の
品
定
で
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
漢
學
に
は
い
よ
く

遠
い
も
㊨
で
あ
つ
た
事
も
察
せ
ら
れ
る

q
の
み
な
ら
ず
次
の
や

ヶ
な
迷
信
ま
.で
も
手
傳

つ
て
、
女
子
と
漢
學
と
は
離
れ

て
行
く
ば
か
り
で
あ

つ
た
。
紫
式
部
日
記
に

　
　
　

書
ど
も
わ
ざ
と
お
き
か
さ
ね
し
入
撃

彎

ず
な
り
に
し
径
手
觸
る
大

も
こ
と
暴

し
、
そ
れ
ら
を
つ
れ
ぐ

芸

て
餘
り
ぬ
る
時
、

　
　
　

一
つ
二
つ
引
出
で
て
見
は
べ
る
を
、
女
房
あ
つ
ま
り
て
㌃
お
前
は
か
く
お
は
ナ
れ
に
御
幸
は
少
き
な
り
、
な
㍗
ふ
女
が
眞
字
霄
は
讀
む
、・昔

　
　
　

は
經
よ
む
だ
に
人
ほ
制
し
き
と
し
り
こ
も
い
ふ
。
　

。

と
あ
る
。
紫
式
部
は
こ
の
迷
信
に
樹
し
て

「物
忌
み
け
る
人

の
行
末
、
命
な
が
か
る
め
る
よ
し
ど
も
見
え
ぬ
た
め
し
な
り
」
と
嘲
笑
し

て
ゐ
る
が
、
女
子
が
漢
學
を
も
の
す
る
こ
と
を
快
く
思

つ
て
ゐ
な
か
つ
た
こ
と
は
源
氏
物
語

に
も
日
記
に
も
見

え
て
ゐ
る
し
清
少
納
言



も
斟
酌

の
岱
吻
を
枕
册
子
に
漏
し
て
ゐ
る
。

　
尤
も
い
つ
の
代
で
庵
例
外
は
あ
る
こ
と
で
光
明
皇
后
有
智
子
内
親
王
を
御
初
と
し
て
紫
式
部
清
少
納
言

の
や
う
に
漢
學
に
通
じ
た
人

逹

が
無
か
つ
た
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を

一
般
,の
例
と
す
る
こ
と
は
出
來
ず
、
女
子
は
漢
學
す
べ
き
も

の
で
は
な
く
、
よ
し
や
多
少
の
知

識
は
持
ち
え
た
と
し
で
も
、
女
子

の
ロ
に
も
筆

に
も
現
膝
す
べ
き
も

の
で
は
な
か
.つ
た
の
が
、
古
代

の
忽
慣

で
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
女

子
歡
育
に
漢
學
を
無

へ
る
必
要
は
無
か
つ
た
の
で
み
る
。
女
子
で
漢
學
を
學
ぶ
と
い
ふ
こ
と
は
た
讐
そ
.の
特
別
な
趣
味

に
恥
る
修
養

の

爲

に
外
な
ら
痞
か
つ
た
わ
ゆ
で
あ
る
。
　

宀
　

　

・

.
・
:

～

,
:

・
ー

ご

　
女
子
は
漢
學
を
し
な
か
つ
た
。
假
令
漢
學
の
知
識
を
持

つ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
を
表
面
だ
丶
せ
る
こ
と
は
出
來
な
い
境
遇

に
あ
つ
た
。

さ
れ
ば
世
,は
詩
文
萬
能

の
時
代
で
あ
つ
て
も
、
女
子
は
そ
の
流
行
に
追
隨
す
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。,
男
子
が
詩
丈
に
腐
心
し
、
漢

學
漢
語
に
精
進
し
て
ゐ
た
間
に
、
女
子
は
和
歌
に
身
心
を
う
ち
こ
み
、
假
名
國
語
に
思

ひ
を
ひ
そ
め

て
ゐ
た

の
で
あ
つ
た
。
和
歌
は
當

時
の
女
子

に
と
つ
て
は
、
趣
味

の
上
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
生
活

」の
上
に
篏
く
べ
か
ら
ざ
る
文
學
で
あ
り
、
假

名
は
和
歌
を
寫
す
に
無
く

て
な
ら
ぬ
文
字

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
男
女

の
分
野
は
獨
り
純
交
藝
の
み
に
止
ま
ら
ず
、
筆
録
の
總

て
に
至
つ
て
剿
然
區
劃
せ
ら

れ
て
ゐ
た
。
日
記
に
於
て
も
往
來
文
に
於

て
も
同
斷

で
あ
つ
た
。
女
子
は
こ
の
筆
録

の
い
ろ
く

を
習
練
場
と
し
て
、

一
歩

々
々
と
挙

假
名
製
作

の
道
を
た
ど

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
準
假
名
製
作
が
意
識
的
計
劃
的
で
な
か
つ
た
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
。

　
女
子
は
已
が
思
想
感
情
を
表
現
す
る
唯

一
の
丈
學
と
し
て
假
名
を
も
の
し
績
け
た
の
で
あ

つ
た
。
.絶
え
ざ

る
使
用
に
つ
れ
て
字
體
は

い
つ
と
な
く
頽
れ
て
い
つ
た
。
源
氏
物
語
箒
木
卷
に

　

　

　

手
を
書
き
た
る
に
も
深
き
こ
と
は
な
く

て
こ

ゝ
か

し
こ
點
長

に
走
り

か
き
そ

こ
は
か
と
な
く
氣
色
ば

め
る

は
う
ち
見
る

に
か
ど
く

し
く
け

　

　

　

し
き
だ

ち
た
れ

ど
、
な
ほ
ま
こ
と

の
筋

を

こ
ま
や
か
に
書

き
得
た
る
は

、
う

は
べ
の
簑
淌
え
て
見
ゆ
れ

ど
、
今

一
と
た
び
な
ら
べ

て
見
れ

ば

　

　

　

な

ほ
じ
ち
に
な

ん
寄

り
け

る

と
見
え
て
ゐ
る
。
實
法
な
る
筆

の
價
値
を
認
め
て
は
ゐ
な
が
ら
も
、
女
子

の
一
毅
は
日
常
頻
用
し
て
ゐ
た
假

名
を
才
氣

に
ま
が
せ
て
書

き
な
ぐ

つ
て
ゐ
た
有
様
を
こ
の
文
に
よ
つ
て
明
か
に
觀
取
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
お
も
ふ
。
走
筆
は
草
體
を
喜
び
、
草
鱧
は
走
筆
を
呼

び
丁
字
體
は
簡
單
に
く

と
省
筆
さ
れ
て
い
つ
尢
。
殊
に
漢
學
に
無
知
で
あ
つ
た
女
子
の
手
は
、
漢
字
の
制

肘
を
受
け
る
こ
と
な
く
大

膽
に
且

つ
自
由

に
は
た
ら
い
た
。
大
膽

で
あ
り
自
由
で
あ
つ
た
げ
れ
ど
も
、
趣
味

の
敏
養
を
完
全
に
受
け
て
育

つ
た
女
子

の
手
は
馬
常

に
趣
味
性
に
導
か
れ
て
動
い
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
コ
.そ
こ
に
優
艶
な
女
手
は
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
暗
黒
時
代
即
ち
和
歌
雌
伏
の
時
代
は
清
和
天
皇

の
御
代
に
は
既

に
絡
つ
て
ゐ
た
。
而
し
で
と

の
御
代
に
復
興
さ
れ
た
和
歌
は
も
は
や

昔

の
姿
で
は
な
か

つ
た
。
雌
伏
時
代
に
萬
葉

の
調
を
ふ
り
す
て
」
、
古
今
の
調
に
か
は
つ
て
ゐ
た
。
和
歌

の
世
界
は
賀
茂
眞
淵
の
所
謂

女

の
國
に
な
つ
て
し
ま

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
和
歌

の
世
界
が
か
う
し
た
變
化
を
途
げ
た
の
も
女
子

の
力
で
あ
つ
た
,。
和
歌
が
女
子

の

も

の
に
な
つ
た
こ
の
暗
黒
蒔
代
に
於
て
女
子

の
趣
味
は
和
歌

の
調
を
す
つ
か
り

一
變

せ
し
め
て
し
ま

つ
た

の
で
あ
る
。
當
時
の
女
子
の

趣
味
に
は
ぐ
く
ま
れ
育

て
あ
げ
ら
れ
た
和
歌

の
調
は
、
あ
の
優
麗
な
古
今
調
で
あ

つ
光
。
あ
の
優
麗
な
古
今
調
が
そ
の
ま
」
文
字

の
形

を
と
つ
て
生
れ
た
と
し
た
な
ら
ぽ
、
あ
の
優
艷
な
女
手
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
畢
竟
古
今
調
も
女

手
も
同
じ

一
つ
の
女
子
の

趣
昧
が
、
二
つ
の
違
つ
た
衣
裳
を

つ
け

て
右
と
左

の
入
口
か
ら
現
は
れ
た
姿
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
女
手
は
女
子
の
趣
味
に
よ
つ
て
育
成
せ
ら
れ
た
。
元
の
陶
宗
儀
は
そ
の
著
書
史
會
要
に
女
手
を
評
し
て

　
　
　
彼
晶

木
暑

二肇

孛

母
僅
四
+
有
七
、
能
通
・識
之
撰

可
レ解
・其
墓

癖
龕

鮪
倫
叉
以
・
彼
國
議

釜
・
躑

詩
文
韲

・
不
レ
可
讒

　
　
　

面
筆
勢
縱
横
、
龍
蛇
飛
動
、
儼
有
二顛
素
之
遣
則
一

と
讃
歎
し
て
ゐ
る
。
顛
は
支
那
盛
唐
時
代

の
草
書

の
名
手
張
旭

の
こ
と
で
あ
り
、
素
は
同
じ
く
懐
素

の
こ
と
で
あ
る
。
上
來
読
き
來

つ

た
や
う
に
、
女
手
は
漢
字

匹
草
瞭
か
ら
發
逹
し
た
文
字

で
あ
る
が
,
支
那
に
於
て
こ
れ
を
日
本
の
國
字
と
稱

し
て
疑
は
な
い
ま
で
に

一

薪
ざ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
も
は
や
創
作
と
い
つ
て
然

る
ぺ
き
も

の
と
考

へ
る
。
卆
か
な
は
女
子

の
手
に
よ
つ
て
創
作
さ
れ
た



.
の
で
あ
る
。

　

女
手

の
成
立
が
前
述
の
や
う
な
徑
路
を
と
つ
た
も

の
で
あ
る
上
は
、
そ
れ
が
何
年
何
月

に
出
來
た
と
指
定
す
る
こ
と
は
固
よ
り
出
來

よ
う
筈
は
な
い
。
或
は
秋
萩
帖
の
丈
字
を
以
て
甼
か
な
成
立
以
前

に
書
か
れ
た
も

の
と
考

へ
た
り
、
或
は
北
白
川
宮
家
御
藏
貞
觀
九
年

二
月
十
六
日
圓
珍
所
署
讃
岐
國
戸
籍
謄
本
に
大
矚
有
年
が
書
添

へ
た
丈
字
を
以
て
そ
の
時
代

の
假
名
字
體

を
代
表
す
る
も
の
と
考

へ
た

り
し
て
、
甼
が
な
の
成
立
を
寛
弘
時
代
乃
至
は
院
政
時
代
ま
で
も
引
下
げ
よ
う
と
す
る
人
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
併

し
こ
れ
は
早
計

に

過
ぎ
る
。

　

秋
萩
帖
の
文
字
は
王
朝
時
代
に
所
謂
草
假
名
で
あ
る
。
草
假
名
の
手
本
は
女
手
成
立
後

に
も
用
ひ
ら
れ

て
ゐ
た
事
は
後

に
論
く
通
り

で
あ
る
か
ら
、此
秋
萩
帖
を
女
手
成
立
以
前

の
書
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
ま
た
何
時

の
時
代
で
も
硬

い
文
字
も
あ
れ
ば

軟
か
な
文
字
も
あ
る
し
、枯
淡
な
の
も
あ
れ
ぼ
艷
麗
な

の
も
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
男
子
と
女
子
と
に
ょ
つ
て
自
ら
強
柔
の
相
違
が
あ
り
、

老
年
と
若
年
と
に
よ
つ
て
痩
肥
の
異
同
が
あ
る
。
現
に
同
じ
く
道
風

の
書
で
あ
つ
て
も
壯
年
時
代
に
も

の
し
た
屏
風
土
蕣
と
内
藏
權
頭

時
代
に
も
の
し
た
淌
息
と
を
比
べ

て
見

て
も
分
る
。
殆
ど
別
人

の
筆
か
と
お
も
は
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ど
う
か
す
る
と
豐
滿
な
騨
風

土
臺
が
枯
勁
な
淌
息

の
筆
よ
り
も
新
し
い
感
じ
を
さ

へ
持
た
し
め
る
。
畢
竟
若

い
時
代
の
矜
氣

が
自
ら
文
字
に
み
づ
く

し
い
潤
ひ
を

有
た
し
め
た
の
で
あ
ら
う
。
ま
し
て
「
塵
も

つ
か
じ
と
身
を
も
て
な
し
た
」
若
き
女
子

の
手
で
書

か
れ
た
な

ら
ば
、
同
時
代

の
文
字
で
あ

つ
て
も
更
に

一
暦
潤
ひ
の
あ
る
優
艶
な
丈
字
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
來
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
大
屡
有
年
の
丈
字
は
老
筆
ら
し
く

息

は
れ
る
が
、同
じ
有
年
が
書

い
た
に
し
て
も
、若

い
時

の
筆
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
秀
潤
な
文
字
が
見
ら
れ
た
で
あ
ら
う
し
、
そ
れ
が
女

子
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
も
つ
と
流
麗
な
丈
字
が
見
ら
れ
た
で
あ
ら
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
加
之
同
じ
古
筆
で
あ
つ
て
も
、
寫
經

の
文
字

に

は
寫
經
の
丈
字

の
型
が
あ
り
、
字
書

の
文
字

に
は
字
書

の
丈
字

の
型
が
あ
る
の
で
あ
る
。
漢
字

を
學
び
そ

の
知
識

に
制
肘
せ
ら
れ
が
ち

で
あ
つ
た
男
子

の
假
名
と
、
さ
う
し
た
束
縛
な
し
に
、思
ふ
が
ま
玉
の
趣
味
に
ま
か
せ
た
走
筆
に
慣
さ
れ

て
ゐ
た
女
子
の
假
名
と
に
は
、

自
ら
區
別

が
あ
つ
た
筈
と
お
も
ふ
。
挙
が
な
が
發
逹
し
つ
玉
あ

つ
た
當
時
に
於

て
は
、
假
名

の
流
れ
に
、
男
女
二
つ
の
型
が
或

る
期
間

績

い
て
ゐ
た
こ
と
を
考

へ
る
こ
と
は
無
理
で
は
な
い
や
う
に
思
ふ
。
貞
觀
時
代
即
ち
清
和
天
皇

の
御
代

は
國
民
が
國
粹

に
目
覺
め
て
和

歌
が
復
興
し
た
時
代
で
あ
る
。
國
語
が
尊
重
せ
ら
れ
る
に
つ
れ

て
、
そ
れ
を
表
は
す
假
名

の
價
値
が
認

め
ら
れ
、
そ
の
地
位

が
高
め
ら

れ
た
の
は
當
然
で
あ
ら
う
。
が
、
そ
れ
ま
で
は
假
名
は
日
蔭
も
の
で
あ
つ
た
。
女
子
に
こ
そ
特
別

に
學
ば
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
交
字
で
あ

つ
た
が
、
,漢
宇
眞
行
草
三
體
を
學
ん
だ
男
子
に
は
、
わ
ざ
く

假
名
を
學
ぶ
必
要
は
無
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
我
が
組
先
が
纔
か
に
國
語

を
再
認
識
す
る
に
至
つ
た
貞
觀
時
代
の
筆
で
あ
る
か
ら
、
當
時
は
有
年
の
丈
字

の
如
き
男
子
の
手
に
な

つ
た
假
名

の
流
れ
と
、
恐
く
は

巳
に
流
麗
な
,一
體
を
な
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
と
こ
ろ
の
女

の
手
に
な

つ
た
假
名

の
流
れ
と
、
ま
だ
統

一
合
流
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
と
想

定
せ
ら
る
べ
き
理
由
が
あ
る
や
う
に
凪
は
れ
る
。
即
ち
有
年

が
書
き
殘
し
た
や
う
な
假
名
が
あ
つ
た
と
共
に
、
畢
が
な
或
は
そ
れ
に
近

い
假
名
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
考

へ
て
よ
い
や
う
に
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

と
も
か
く
も
そ
の
後

四
十
年
ば
か
り
た
つ
た
古
今
集
時
代
に
は
難
波
津
淺
香
山

の
歌
を
手
木
に
す
る

こ
と
が
始
ま

つ
て
ゐ
た
。
そ
の

手
本
を
女
手
即
ち
卆
が
な

の
そ
れ
で
あ
つ
た
と
考

へ
て
よ
か
ら
う
こ
ど
は
既
に
屡

々
論
議
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
が
延

喜
五
年
の
古
今
和
歌
集
撰
集
當
時
に
始
ま
つ
た
の
で
は
な
く
相
當
以
前
か
ら
の
事
で
あ
つ
た
ら
し
く
讀
ま
れ
る
。
勿
論
そ
ん
な
慣
例
が

何
時
か
ら
開
か
れ
た
か
を
考
究
す
る
資
料
と
て
は
傳
は
つ
て
ゐ
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
歌
に
よ
つ
て
李
が
な
連
績
體
を
…教
へ
た
の
な
可

な
り
古

い
起
原
を
持

つ
て
ゐ
る
こ
と
を
思
は
し
め
る
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
藤
原
定
家

が
臨
摸
し
た
加
州
家
本
土
佐

日
記
の
末
節
は
、
果

し
て
定
家

の
信
じ
た
通
り
貫
之
自
筆
で
あ
つ
た
か
ど
、う
か
は
判
然
し
な
い
が
、
そ
こ
に
は
假
名
遣
ひ
の
誤
謬
も
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
少

く
と
も
貫
之
時
代

の
書
と
い
ふ
に
差
支
は
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
明
か
に
平
が
な
の
連
績
書
で
あ
る
。・

　

以
上
平
が
な
即
ち
女
手
の
起
原
に
就
い
て
卑
見
を
略
敍
し
た
が
、
王
朝
時
代
人
は
假
名
を
五
種
に
分
類
し
て
ゐ
た
。
こ
の
分
類
は
李

が
な

の
性
質
を
明
瞭

に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
次
に
宇
津
保
物
語

の

一
節
を
引
用
し
て
聊
か
小
解
を
附
し
て
見
よ
う
と
思

ふ
。



字
津
保
物
語
國
讓
卷
上
に

　
　

か
老

ほ
ど
暑

大
將
驫

よ
り
と
て
柔

四
卷
い
ろ
ー

の
色
紙
に
書
き
て
繋

ば
み
た
る
色
紙
に
婁

て
山
吹
に
つ
け
た

る
は

し

　
　
　
(眞
)
の
手
・
春
の
詩
・
青
き
色
紙
に
書
き
て
松
に
つ
け
た
る
は
さ
5

(草
)
に
て
、
夏
の
詩
つ
赤
き
色
紙
に
書
き
て
卯
の
花
に
つ
け
た
る

　
　

は
か
な
。
は
じ
め
に
は
男
に
て
も
あ
ら
ず
女
に
て
も
あ
ら
ず
、
あ
め
つ
ち
そ
つ
そ
の
次
に
男
手
は
な
ち
が
き
に
書
き
て
同
じ
文
字
を
さ
ま
ざ

　
　

ま
に
變
へ
て
霽
け
り
。

　
　
　

わ
が

書
き

て
は
る
に
傳
ふ
る
み
つ
く
き
も
す

み
か
は
り

て
や
見

え
む
と
す

ら
む

　
　

女
手
に
て

　
　
　

ま

だ
し
ら

ぬ
道

に
ぞ
惑

ふ
う

と
か
ら
し
千
鳥

の
あ
と
も
と
ま

ら
ざ
り
け
り

　
　

さ
し
つ
ぎ
に
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

　
　
　

と
ふ
と
り
に
あ
と
な
き
も

の
と
知
Uら
す
れ

ば
雲
路

は
ふ
か
く

ふ
み
通

ひ
な
む
　
　
　

　

　
　
　

　
,

　
　

次
に
か
た
か
ん
な

　
　
　

い
に

し

へ
も
今

ゆ
く
さ
き
も
道

々
に
お
も

ふ
心
を
わ
ナ

る
な

よ
君

　
　

葦
手

　
　
　

底

き
よ
く
す

む
と
も
見
え

て
行

く
水

㊨
袖

に
も
目

に
も
た

ゝ
ず
も
あ
る
か
な

　
　

と
い
と
大
き
に
か
き
て
一
卷
に
し
た
り

と
あ
る
。
漢
手
字
本
の
こ
と
は
こ
玉
に
要
は
な

い
か
ら
省
略
す
る
。
當
時
假
名
を

　
　
　
一
、
男
手

　
　

二
、
男
に
も
あ
ら
ず
女
に
も
あ
ら
ず

　
　

三
、
,女
手

　
　
　

四
、
か
た
か
ん
な

　
　
　

五
、
葦
手

の
五
種
に
分
類
し

て
ゐ
た
こ
と
が
、
こ
の
丈
に
よ
つ
て
察

せ
ち
れ
る
。
こ
の

一節

に
つ
い
て
は
俘
信
友
の
解
灘
が
あ
る
。

卑
論
と

一
致
七
な

い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
先
づ
信
友
の
説
を
擧
げ
、
次
に
卑
見
を
陳
べ
る
の
が
順
序
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
巳

に
發
表

し
た
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
輿

へ
ら
れ
た
頁
數
も
少
い
事
で
あ
る
か
ら
、
直

に
私
見
を
開
陳
し
よ
う
。

　
男
手
と

い
ふ
の
は
元
來
漢
學
を
い
つ
た
名
で
あ
る
が
、
偶
名

に
諸
髏
を
生
じ
て
後
、
假
名
の

一
體
即
ち
所

謂
萬
葉
假
名
を
呼
ぶ
名
稱

に
轉
用
さ
れ
る
や
う
に
な

つ
た
。
「
は
な
ち
書
き
」
と
は
連
績
書
き
に
對
し
た
言
葉
で
、

一
宇

一
字
放
し
て
書

い
た
の
を
い
つ
た
も
の
で

あ
る
。
男
に
も
あ
ら
す
女

に
も
あ
ら
す
と
は
草
假
名

の
事
で
あ
る
μ
草
假
名
を
か
う
呼
ん
だ
の
は
こ
玉
の
み
で
あ
つ
て
、
源
氏
物
語
は

も
と
よ
砂
宇
津
保
物
語
で
も
こ
の
他
は
皆

「
さ
う
」
と
あ
る
。

こ
の

「
さ
5
」
も
漢
字
の
草
書
を
呼
ぶ
名
を
借
用
し
た
も
の
で
、
假
名

の
中
で
漢
字
の
草
體
に
近

い

一
體

の
名
稱
で
あ
る
。
即
ち
秋
萩
帖
の
文
字
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
ら
う
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
男
手
と
女
手
と
の
中
間

に
位
す
る
と
い
ふ
意
味

で
男
に
て
も
あ
ら
す
女

に
て
も
あ
ら
す
と
い
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
さ
て
こ
の

「
さ

う
し
と

い
ふ
名
は
源
氏
物
語

に
は
廣
狹

二
様

に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
て
、
廣
義
忙
用

ひ
ら
れ
た

「
さ
う
」
は
漢
字
と
相
對
し
た
假
名
の
總
稱

で
あ
り
満
狹
義
に
刑
ひ
ら
れ
た
「
さ
う
」
は
男

に
て
も
あ
ら
す
女

に
て
も
あ
ら
ぬ
假
名

の

一
體
を
指
し
て
呼
ぶ
時

の
名
稱
で
あ
つ
た
。
顯

昭
が
そ
の
古
今
集
序
註

の
跋

に
用

ひ
て
ゐ
る
豊
假

字
は
假
名
を
總
稱
し
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
男
に
て
も
あ
ら
す
女

に
て
も
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蟻

ぬ

一
體
を
特

に

「
さ
う
」
と
呼
び
わ
け
る
こ
と

は
無
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
ふ
コ
「
あ
め
つ
ち
そ
」
は
所
謂
天
地
の
詞
で

あ
つ
て
、
源
順
歌
築
や
源
爲
憲

の
ロ
遊
や
相
模
集
な
ど
に
見
え
て
ゐ
て
、
い
ろ
は
歌

の
や
う
に
假
名
手
本
の
詞
∵章
に
用

ひ
ら
れ
た
・も
の

で
あ
る
。
即
ち

「あ
め
天
つ
ち
地
ほ
し
星
そ
ら
空
や
ま
山
か
捧
川
み
ね
峯
た
に
谷
く
も
雲
き
の
霧
む
ろ
室
こ
け
苔
ひ
と
人
い
ぬ
犬
う

へ
上
す

ゑ
末
ゆ
わ
硫
黄
さ
る
猿
お
ふ
せ
よ
舳
腑
え
の
江
を
瀕
勧
な
れ
ゐ
て
颶
魚
」

(以
上
大
矢
透
鯉

士
の
解
に
よ
る
)
の

一
聯
を
指
す
の
で
あ

る
。



　
女

手
に
も
瓣
時
廣
狹
二
様

の
用
法
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
漢
宇

に
對
し
て
假
名
を
總
稱
す
る
場
合
と
、
假
名
の
中
の

扁
體
を
指
し

て
い
ふ
場
合
と
あ
っ
た
が
、
こ
ゝ
に
鶸
げ
た
の
は

い
ふ
ま
で
も
な
く
狹
義
の
稱
呼
で
あ
る
。

　
前
に
引
用
し
た
宇
津
保
物
語
の
文
を
見
る
と
、「
あ
め
つ
ち
そ
」
と

「
男
手
の
放
ち
書
」
と
を

一
括
し
て
、
そ
の
後

に
「
わ
が
書

き
て
」

の
後
に

「
い
に
し
へ
も
」
の
和
歌
、
葦
手

の
後
に

「底
き
ょ
く
し

の
和
歌
と
い
ふ
や
う
に
、
か
な
の
手
本

に
は

一
々

輔
首

の
和
歌
が
書

き
そ

へ
て
あ
る
。
然
る
に
女
手
の
條

に
は
和
歌
が
二
首
あ
つ
て
、
且
つ
第
二
首
目
の
歌
に
は
、
わ
ざ
ー

「
さ
し
つ
ぎ

に
」
と
こ
と
わ

っ
て
あ
る
。
こ
れ
で
見
る
と
第

一
首
と
第
二
首
と
は
同
じ
短
歌
で
は
あ
る
が
、
爆
げ
ら
れ
た
意
味

に
於
て
相
違
が
あ

つ
た
も
の
と
考

へ

て
よ
か
ら
う
と
お
も
ふ
。
即
ち

「
と
ぶ
と
り
に
」

の

一
首
は

「
わ
が
書
き
て
」
「
い
に
し
へ
も
」
「
底
き
よ
く
」
な
ど
と
同
じ
く
そ
れ
み
丶

手
本
の
後

に
加

へ
た
添

へ
歌
で
あ
ら
う
と
推
定
す
る
。
而
し
て
ま
だ
し
ら
ぬ
の

一
首
は
女
手

の
手
本
と
し

て
書
か
れ
た
詞
章
で
あ
ら
う

と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

　
前

に
述
べ
た
や
う
に
古
今
槃
序
中
の
難
波
津
淺
香
山
の
兩

つ
の
歌
は
連
締
書
女
手
の
手
本
で
あ
つ
た
と
信
じ
ら
れ
る
。
手
本
と
し
て

連
績
書
を
示
す
場
合

に
,は
い
つ
も
和
歌
を
用
ひ
る
慣
例
で
あ
つ
た
も
の
と
お
も
は
れ
る
。
か
う
し
て
女
手
の
手
本
が
特

に
和
歌

の
績
け

書
き
で
書

か
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
事
實

に
よ
つ
て
女
手
即
ち
平
が
な
の
本
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
得
る
し
、
女
手
は
か
う
し
た
続
け
書

き
に
よ
っ
て
姶

め
て
そ
の
本
質
を
表
は
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
得
た
と
お
も
ふ
。
更
に
こ
の
認
識
を
確
め
る
π
め
に
源

氏
物
語
梅
枝
卷

の

一
節
を
引
用
す
る
。

　
　
　

よ
う
つ
の
事
昔
に
は
を
と
り
ざ
ま
に
あ
さ
く
な
り
ゆ
く
世
の
末
な
れ
ど
、
か
ん
な
の
み
な
ん
今
の
世
は
い
と
き
は
な
く
な
り
た
る
、
古
き
跡

　
　
　

ほ
さ
だ
ま
れ
る
や
5
に
あ
れ
ど
、
廣
き
心
ゆ
た
か
な
ら
ず
、
一
す
ぢ
に
か
よ
ひ
て
な
ん
あ
り
け
る
、
た
へ
に
を
か
し
き
こ
と
は
、
と
よ
り
て

　
　
　

こ
そ
か
き
い
つ
る
人
々
あ
り
け
れ
ど
、
女
手
を
心
に
い
れ
て
習
ひ
し
惑
か
り
に
、
こ
と
も
な
き
手
本
多
く
つ
ど

へ
た
り
し
中
に
、
中
宮
の
母

　
　
　

御
息
所
の
心
に
も
い
れ
デ
走
り
か
い
た
ま

へ
り
し
ひ
と
く
だ
り
ば
か
り
、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
を
得
て
き
は
こ
と
に
お
ぼ
え
し
は
や

　
女
手
は
假
名
中
で
の
極
草
で
あ
ウ
て
、
放
ち
書
き
な
ど
で
は
そ
の
丈
掌
の
姿
態
も
筆
致
も
十
分
に
示
す
こ
と
の
出
來
な

い
程
度
の
文

字
で
あ

つ
た
か
ら
、
そ
の
手
本
た
る
べ
き
も
の
は
、
い
つ
で
も
連
續
書
き
に
な
つ
て
ゐ
る
和
歌
で
あ
る
と
か
、
淆
息
丈
で
あ
る
と
か
い

ふ
も
の
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
蓋
し
女
手
即
ち
雫
が
な

の
本
質
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
る
.


